
序い
わ
ゆ
る
「
信
仰
義
認
」
の
教
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
理
体
系
の
中
で
も
、
最
も
主
要
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
数
え
る
こ
と

が
出
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
神
学
書
や
信
仰
告
白
に
お
い
て
も
、
こ
の
信
仰
義
認
の
教
理
に
関
し
て
実
に
丁
寧
な
取

扱
い
を
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
そ
の
重
要
性
が
自
ず
と
伺
え
る
の
で
あ
る漓
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
重
要
性
は
自
明
の

こ
と
と
し
て
も
、
果
た
し
て
そ
の
信
仰
義
認
の
教
理
自
体
が
、
聖
書
釈
義
に
照
ら
し
た
上
で
ど
こ
ま
で
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
は
、
教
会
の
歴
史
の
中
で
絶
え
ず
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
と
思
う
。

本
稿
は
、
歴
史
的
な
信
仰
告
白
の
一
つ
で
あ
る
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
ほ
ぼ
同
時

代
に
生
ま
れ
た
「
ベ
ル
ギ
ー
信
条
」
及
び
「
和
協
信
条
」
と
の
相
互
比
較
の
中
で
、「
信
仰
義
認
」
の
正
し
い
理
解
、
と
り
わ
け

「
義
認
」
と
い
う
神
の
恩
寵
の
行
為
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る②
。

な
お
本
稿
に
お
い
て
検
証
さ
れ
る
信
条
は
い
ず
れ
も
、
単
な
る
歴
史
的
な
所
産
で
あ
る
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
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ず
れ
も
、
今
日
に
お
い
て
な
お
実
際
の
教
会
の
現
場
で
告
白
さ
れ
続
け
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら

の
信
条
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
机
上
の
理
論
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
が
検

証
さ
れ
る
過
程
の
中
で
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
信
条
を
告
白
す
る
現
代
の
教
会
の
「
信
仰
に
よ
る
義
」
の
理
解
も
、
そ
の
俎
上
に

上
っ
て
来
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
そ
の
よ
う
な
「
信
仰
義
認
」
に
関
す
る
信
条
の
検
証
に
あ
た
っ
て
は
、
三
つ
の
信
条

の
、
共
通
の
証
明
聖
句
と
な
っ
て
い
る
ロ
ー
マ
書
三
章
に
帰
り
つ
つ
、
聖
書
釈
義
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
も
の
と
す
る
。

蠢
、
信
仰
問
答
に
お
け
る
信
仰
義
認
の
告
白

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
は
、
問
答
の
全
体
を
五
十
二
の
聖
日
に
分
け
て
い
る
。
本
稿
で
問
題
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
信
仰
義
認
」
の
教
理
は
、
そ
の
中
で
も
第
二
十
三
聖
日
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
十
三
聖
日
の
中
で
、
特
に

本
稿
の
目
的
で
も
あ
る
「
義
認
」
と
「
信
仰
」
と
の
関
係
を
確
認
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
六
○
問
、
六
一
問
で
あ
る
。

第
六
○
問
は
「
信
仰
」
と
「
義
認
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る③
。

「
第
六
○
問
　
あ
な
た
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
神
の
御
前
に
、
義
と
な
る
の
で
す
か
。

答
　
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
真
実
の
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
で
す
。

わ
た
し
の
良
心
は
、
わ
た
し
を
訴
え
て
、
わ
た
し
が
、
神
の
す
べ
て
の
戒
命
に
背
く
、
重
い
罪
の
下
に
あ
り
、
ど
の
戒

命
も
守
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
悪
へ
の
傾
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
、
責
め
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
神
は
、
わ
た
し
た
ち
の

義
の
業
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
た
だ
神
の
恩
恵
の
み
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
に
、
完
全
な
キ
リ
ス
ト
の
償
い
と
義
と
聖
を
送

っ
て
下
さ
る
の
で
す
。

わ
た
し
が
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
恩
恵
を
、
信
じ
る
心
を
も
っ
て
、
受
け
さ
え
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
、
わ
た
し
が
、
罪
を
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犯
し
た
こ
と
も
、
持
っ
た
こ
と
も
な
い
か
の
よ
う
に
、

あ
た
か
も
、
キ
リ
ス
ト
が
、
わ
た
し
に
代
わ
っ
て
、
し
て
下
さ
っ
た
完
全
な
服
従
を
、
わ
た
し
自
身
が
し
た
か
の
よ
う
に
、

償
い
と
義
と
聖
を
、
わ
た
し
の
も
の
と
し
て
下
さ
る
の
で
す
。④
」

こ
の
第
六
○
問
は
一
般
に
、
信
仰
義
認
の
教
理
に
お
け
る
、
義
認
の
根
拠
を
告
白
し
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
信
仰
者
が
恵
み
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
義
の
根
拠
が
、
信
じ
る
信
仰
者
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
の
償
い

と
義
と
聖
」
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
⑤
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
義
認
の
根
拠
を
正
し
く
理

解
す
る
な
ら
ば
、
信
仰
者
の
持
つ
「
信
仰
」
そ
れ
自
体
が
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
果
た
し
て
い
る
役
割
も
、
自
ず
と
そ
の

大
枠
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
者
の
持
つ
「
信
仰
」
そ
れ
自
体
も
、
決
し
て
義
認
の
根
拠

と
は
成
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
に
信
仰
が
そ
こ
で
果
た
す
役
割
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
恩
恵
を
、
信
じ
る
心
を
も
っ
て

受
け
さ
え
す
れ
ば
」
と
の
第
六
○
問
の
告
白
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
「
キ
リ
ス
ト
の
恩
恵
」
を
受
け
る
た
め
の
、
器
と
し

て
の
役
割
を
果
た
す
の
だ
と
い
う
と
い
う
、
当
然
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る⑥
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
キ
リ
ス
ト
の
恩
恵
」
を
受
け
る
た
め
の
、
信
仰
の
果
し
て
い
る
「
器
」
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
詳
細
な
告
白
を
提
示
し
て
い
る
の
が
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
の
第
六
一
問
と
な
っ
て
い
る
。
第
六
一
問
は
次
の

よ
う
に
告
白
す
る
。

「
第
六
一
問
　
な
ぜ
、
あ
な
た
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
義
と
さ
れ
る
、
と
言
う
の
で
す
か
。

答
　
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
信
仰
の
価
値
の
ゆ
え
に
、
神
に
喜
ば
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

キ
リ
ス
ト
の
償
い
と
義
と
聖
の
み
が
、
神
の
御
前
に
お
け
る
、
わ
た
し
の
義
な
の
で
あ
り
、
わ
た
し
は
、
信
仰
に
よ
る
以
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外
に
は
、
こ
れ
を
受
け
、
わ
た
し
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。⑦
」

こ
の
第
六
一
問
の
告
白
に
よ
れ
ば
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
信
仰
の
役
割
と
は
す
な
わ
ち
、
義
認
の
根
拠
で
あ
る
「
キ

リ
ス
ト
の
償
い
と
義
と
聖
」
を
受
入
れ
、
自
分
の
も
の
と
す
る
た
め
の
、
ま
さ
に
器
、
或
い
は
道
具
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
⑧
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
信
仰
」
の
理
解
、
特
に
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
「
信
仰
」
の
「
器
」
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て

は
、
同
時
代
に
記
さ
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
信
条
も
、
ほ
ぼ
理
解
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
な
ぜ
ベ
ル
ギ
ー
信
条
を
引
き
合
い
に
出
す
の
か
を
理
解
し
て
頂
く
た
め
に
、
簡
潔
に
ベ
ル
ギ
ー
信
条
の

歴
史
的
な
沿
革
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ベ
ル
ギ
ー
信
条
は
一
五
六
一
年
、
ベ
ル
ギ
ー
国
内
に
宗
教
改
革
の
理
念
に
立
つ
教
会
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
、
宗
教
家

ギ
イ
・
ド
・
ブ
レ
イ
を
中
心
と
し
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
信
条
は
、
起
草
の
後
し
ば
ら
く
の
時
を
経
て
、
よ

う
や
く
一
五
七
一
年
に
ア
ン
ヴ
ェ
ル
ス
の
総
会
で
公
に
承
認
さ
れ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
の
第
一
版
が
一
五
六
三
年

で
あ
る
か
ら
、
年
代
を
見
る
な
ら
ば
こ
の
二
つ
の
信
条
は
、
宗
教
改
革
の
時
代
背
景
を
ほ
ぼ
共
有
し
て
い
る
も
の
と
言
う
こ
と

が
出
来
よ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
信
仰
義
認
に
お
け
る
両
者
の
信
仰
理
解
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
に

意
義
深
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
二
つ
の
信
条
は
共
に
、
一
六
一
九
年
の
ド
ル
ト
総
会
の
後
に
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル

ギ
ー
両
国
の
改
革
派
教
会
の
信
仰
告
白
と
し
て
承
認
さ
る
こ
と
と
な
る⑨
。

ベ
ル
ギ
ー
信
条
は
そ
の
第
二
十
二
条
に
お
い
て
「
義
と
さ
れ
る
信
仰
と
、
信
仰
に
よ
る
義
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
こ
の

「
信
仰
義
認
」
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
第
二
十
二
条
は
そ
の
前
半
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
第
六
○
問

と
同
じ
く
、
義
認
の
根
拠
が
キ
リ
ス
ト
自
身
に
あ
る
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

124



「
…
信
仰
は
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
つ
く
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
奉
じ
、
わ
が
も
の
と
し
、
ま
た
か
れ
の
ほ
か
な
に
も
の
も
求

め
よ
う
と
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
ら
の
救
い
に
必
要
な
こ
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い

は
も
し
す
べ
て
の
こ
と
が
そ
こ
に
あ
る
な
ら
ば
、
信
仰
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
も
つ
も
の
は
か
れ
に
お
い
て
完
全
な

る
救
い
を
う
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。⑩
」

ベ
ル
ギ
ー
信
条
は
、
義
認
の
根
拠
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
こ
の
よ
う
に
示
し
な
が
ら
、
そ
の
後
で
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
以
外

に
そ
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
を
「
神
に
対
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
冒
涜
」
で
あ
る
と
し
て
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
。

さ
ら
に
第
二
十
二
条
は
、
そ
の
後
半
に
お
い
て
は
、
信
仰
と
義
認
と
の
関
係
に
触
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
く
。

「
…
ゆ
え
に
わ
れ
ら
は
正
し
く
パ
ウ
ロ
と
と
も
に
、
人
の
義
と
せ
ら
る
る
は
律
法
の
行
為
に
よ
ら
ず
、
信
仰
に
よ
る
な
り
（
ロ

マ
書
三
・
二
七
）、
と
い
う
。
し
か
し
適
切
に
い
え
ば
わ
れ
ら
を
義
と
す
る
の
は
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
信
仰
は
わ
れ
ら
の
義
な
る
キ
リ
ス
ト
を
奉
ず
る
道
具
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。⑪
」

以
上
の
比
較
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
と
ベ
ル
ギ
ー
信
条
の
間
に
は
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お

け
る
「
信
仰
の
役
割
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
一
つ
の
共
通
理
解
が
見
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
義
認
の
根
拠
を
、
た
だ

「
キ
リ
ス
ト
の
義
」
の
み
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
信
仰
者
の
信
仰
そ
れ
自
体
は
義
認
の
根
拠
と
は
な

り
え
ず
、
義
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
受
け
入
れ
る
「
器
」、
或
い
は
「
道
具
」
と
し
か
な
り
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
義
認
の
理
解
に
立
っ
て
い
く
時
、
同
じ
く
宗
教
改
革
の
時
代
、
一
五
七
七
年
に
起
草
さ
れ
た
ル

タ
ー
派⑫
の
和
協
信
条
が
、
幾
ら
か
異
彩
を
放
つ
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
こ
で
簡
潔
に
、
和
協
信
条
の
歴
史
的
な
沿
革
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
和
協
信
条
は
、
ル
タ
ー
派
内
部
に
お
け
る
神
学
闘
争

を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
信
条
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
ル
タ
ー
の
本
流
を
自
負
す
る
「
正
統
ル
タ
ー
派
」
と
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト

ン
を
支
持
す
る
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
派
」
と
の
間
に
、
数
々
の
神
学
論
争
（
ア
デ
ィ
ア
フ
ォ
ラ
論
争
、
神
人
協
力
説
論
争
、
聖
餐
論

論
争
）
が
あ
り
、
ル
タ
ー
派
が
分
裂
の
危
機
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
生
ま
れ
た
和
協
信
条
に
は
、
こ
の
両
者
を

和
解
さ
せ
、
教
理
的
な
共
通
の
基
盤
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く

の
神
学
者
が
関
わ
っ
た
が
、
特
に
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ヤ
ー
コ
ブ
・
ア
ン
ド
レ
エ
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
マ
ル
テ

ィ
ン
・
ケ
ム
ニ
ッ
ツ
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ゼ
ル
ネ
ッ
カ
ー
を
中
心
と
し
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
、
一
五
五
七
年
に
現

在
の
形
式
の
も
の
が
完
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る⑬
。

今
日
も
な
お
ル
タ
ー
派
の
共
通
の
信
条
と
さ
れ
て
い
る
和
協
信
条
は
、
そ
の
信
仰
義
認
の
教
理
を
、
第
一
部
梗
概
、
及
び
第

二
部
根
本
宣
言
の
、「
第
三
条
　
神
の
前
に
お
け
る
信
仰
の
義
に
つ
い
て
」
の
項
目⑭
に
お
い
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
先
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
と
の
対
比
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
が
、
第
二

部
根
本
宣
言
・
第
三
条
に
お
け
る
「
信
仰
」
の
理
解
で
あ
る
。
根
本
宣
言
・
第
三
条
は
、
先
の
二
つ
の
信
条
と
同
様
、
義
認
の

根
拠
を
キ
リ
ス
ト
に
置
く
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る⑮
。
し
か
し
な
が
ら
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
「
信
仰
の

役
割
」
の
理
解
に
な
る
と
、
先
の
二
つ
と
は
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
理
解
が
現
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

根
本
宣
言
・
第
三
条
は
、
義
認
に
お
け
る
信
仰
の
役
割
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。（
傍
線
及
び
カ
ッ
コ
内
注

は
筆
者
）。

「
…
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
（
キ
リ
ス
ト
の
義
）
を
と
ら
え
、
受
入
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
適
用
し
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
す
る
唯
一
の

手
だ
て
は
信
仰
の
み
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
は
神
の
賜
物
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
福
音
の
言
葉
に
お
い
て
、
わ

れ
わ
れ
の
贖
い
主
キ
リ
ス
ト
を
正
し
く
認
識
し
、
彼
に
信
頼
し
、
彼
の
服
従
の
み
の
ゆ
え
に
、
恵
み
に
よ
っ
て
罪
の
ゆ
る
し
を

126



受
け
、
父
な
る
神
か
ら
義
し
く
、
義
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
永
遠
に
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」

こ
の
後
で
第
三
条
は
、
ロ
ー
マ
書
三
、
四
、
五
章
の
解
釈
へ
と
踏
み
込
み
、
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
説

明
す
る
中
で
、
こ
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
く
。

「
…
そ
の
と
き
信
仰
が
義
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
よ
い
行
い
や
美
し
い
善
行
を
す
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
聖
な
る
福
音
の
約
束

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
功
績
を
と
ら
え
、
受
け
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

そ
し
て
第
三
条
は
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
信
仰
の
役
割
は
、
キ
リ
ス
ト
の
義
を
信
仰
者
へ
と
適
用
さ
せ
る
と
こ
ろ
に

あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
な
義
は
福
音
を
と
お
し
て
、
ま
た
聖
礼
典
に
お
い
て
、
聖
霊
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
差
し
出
さ
れ
、
信
仰
に
よ
っ

て
適
用
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
さ
れ
、
受
け
い
れ
ら
れ
る
。⑯
」

こ
の
よ
う
な
和
協
信
条
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
の
理
解
を
見
る
時
に
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
と
ベ
ル
ギ
ー
信
条

と
の
対
比
の
中
で
、
幾
つ
か
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
よ
う
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
と
ベ
ル
ギ
ー
信
条
に
お
け
る

「
信
仰
の
役
割
」
の
理
解
は
、
い
ず
れ
も
信
仰
そ
れ
自
体
の
持
っ
て
い
る
神
の
前
で
の
価
値
を
、
あ
る
意
味
で
否
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
前
者
が
「
…
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
信
仰
の
価
値
の
ゆ
え
に
、
神
に
喜
ば
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。⑰
」
と
告
白

し
、
後
者
が
「
…
わ
れ
ら
を
義
と
す
る
の
は
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い⑱
」
と
明
確
に
告
白
し
て
い
た
よ
う
に
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
を
、
あ
く
ま
で
も
「
器
」
或
い
は
「
道
具
」
と
言
っ
た
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受
動
的
な
も
の
に
（
ベ
ル
ギ
ー
信
条
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
キ
リ
ス
ト
の
義
を
奉
ず
る
道
具
」
に
）
留
め
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
和
協
信
条
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
よ
り
能
動
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

和
協
信
条
・
根
本
宣
言
・
第
三
条
は
そ
の
前
半
部
に
お
い
て
、「
こ
の
信
仰
は
神
の
賜
物⑲
」
と
し
、
一
応
は
、
そ
れ
が
純
粋
に

恵
み
の
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
条
が
ロ
ー
マ
書
の
解
釈
に
移
る
中
で
、「
…
そ
の

と
き
信
仰
が
義
と
す
る
の
は
」
と
い
う
一
文
が
現
れ
、「
そ
れ
（
信
仰
）
が
…
（
中
略
）
…
キ
リ
ス
ト
の
功
績
を
と
ら
え
、
受
け

入
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
告
白
し
、
和
協
信
条
は
あ
た
か
も
「
信
仰
」
そ
れ
自
体
が
、
キ
リ
ス
ト
の
功
績
を
と
ら
え
、
信
仰
者

に
キ
リ
ス
ト
の
義
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
「
行
為
主
体
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
信
仰
の
果
た
す
役
割
を
、「
義
の
適
用
」
に
あ
る
と
告
白
し⑳
、
信
仰
の
役

割
そ
れ
自
体
を
、
き
わ
め
て
能
動
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
伺
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
相
互
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
と
ベ
ル
ギ
ー
信
条
が
、「
信
仰
」
そ
れ
自
体
の
神
の
前

に
お
け
る
価
値
を
否
定
し
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
「
道
具
」
と
し
て
受
動
的
に
理
解
し
て
い
た
の
と
は
確
か
に
異
な
る
理
解
が
、

こ
の
和
協
信
条
の
中
に
は
見
ら
れ
る
と
思
う
。
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
信
仰
の
役
割
を
、「
器
」
或
い
は
「
道
具
」
と
し
て

受
動
的
に
理
解
す
る
の
か
。
キ
リ
ス
ト
の
義
を
と
ら
え
、
信
仰
者
に
適
用
さ
せ
う
る
ほ
ど
の
「
能
動
性
」
を
そ
こ
に
認
め
て
い

く
の
か
。
こ
の
二
つ
は
信
仰
義
認
の
教
理
を
確
認
す
る
上
で
の
大
き
な
分
岐
点
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う澡
。

重
要
な
こ
と
と
し
て
一
つ
付
言
し
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
く
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
の
「
信
仰
の
役
割
」
の

問
題
。
す
な
わ
ち
信
仰
を
、
よ
り
受
動
的
な
「
器
」「
道
具
」
と
見
る
か
、
能
動
的
な
要
素
を
認
め
る
か
と
い
う
問
題
は
、
単
純

に
ル
タ
ー
派
と
改
革
派
の
、
教
派
の
違
い
か
ら
生
じ
る
教
理
上
の
強
調
点
の
違
い
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
。
殊
に
こ
れ
が
「
信
仰
義
認
」
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
理
の
根
幹
部
分
に
あ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
問
題
は
正
確
に

検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
和
協
信
条
が
起
草
さ
れ
た
の
が
一
五
七
七
年
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
（
一
五
六

三
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
（
一
五
六
一
年
）
が
す
で
に
公
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
目
を
留
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
後
者
二
つ
の
信
条
が
い
ず
れ
も
「
信
仰
の
役
割
」
に
関
し
て
、
す
で
に
受
動
的
な
理
解
を
世
に
提
示
し
て
い
た
に
も
拘
ら

ず
、
そ
の
後
に
出
た
和
協
信
条
が
敢
え
て
そ
れ
を
能
動
的
に
理
解
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
単
な
る
教
派
間

の
違
い
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
正
確
な
聖
書
釈
義
の
俎
上
に
乗
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

蠡
、
ロ
ー
マ
書
三
章
二
十
一
節
〜
二
十
八
節
の
釈
義

本
稿
は
Ⅰ
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
宗
教
改
革
の
所
産
で
あ
る
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
、
和
協

信
条
の
比
較
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
来
た
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
信
仰
の
役
割
を
「
受
動
的
」
に
と
ら
え
る
か
、「
能
動
的
」
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
Ⅱ
に
お
い
て
は
上
記
の
問
題
を
検
証
す
る
た
め
に
、
三
つ
の
信
条
の
主
要
な
証
明
聖
句
で
あ
り
、
同
時
に
信
仰
義
認
の

教
理
の
中
核
と
も
な
っ
て
い
る
、
ロ
ー
マ
書
三
章
二
十
一
節_
二
十
八
節
の
釈
義
の
主
要
な
論
点
を
取
り
扱
っ
て
い
く
こ
と
と

す
る
。
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〔
二
一
節_

二
四
節
〕

盧dia
;p

ivs
t
ew

ß
jIh
s
ou'C

ris
t
ou'

迯（
二
二
節
）

二
二
節
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、jIh

s
ou'C

ris
t
ou

が
目
的
格
的
属
格
で
あ
る
か
、
主
格
的
属
格
で
あ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。

こ
の
属
格
に
つ
い
て
邦
訳
の
比
較
を
見
る
と
、
そ
の
殆
ど
が
目
的
格
的
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
属
格
の
問
題
は
、
そ
れ
が
目
的
格
的
で
あ
る
か
、
主
格
的
で
あ
る
か
を
論
じ
る
だ
け
で
済
む
よ
う
な
単

純
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
文
法
家
タ
ー
ナ
ー
は
、
こ
の
問
題
を
目
的
格
的
属
格
と
、
主
格
的
属
格
の
判
別
だ
け
で
論

じ
る
こ
と
の
限
界
を
指
摘
し
て
お
り
、
な
お
、
こ
こ
に
は
そ
の
両
方
の
要
素
も
ま
た
含
ま
れ
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る①
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
目
的
格
的
属
格
と
主
格
的
属
格
を
判
別
す
る
こ
と
の
限
界
を
知
り
な
が
ら
も
、jIh

s
ou'

C
ris

t
ou'

を
主
格
的
属
格
と
す
る
理
解
に
は
、
目
的
格
的
な
理
解
以
上
の
困
難
性
が
伴
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
主
格
的
属
格
と

と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
受
け
るp

ivs
t
ew

ß

を
「
忠
実
」
と
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
文
脈
上
、
意
味
を
成
さ
な
く
な
っ
て
し

ま
う②
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
時
、
こ
こ
で
は
や
は
り
、
タ
ー
ナ
ー
の
指
摘
を
心
に
留
め
つ
つ
も
一

応
は
目
的
格
的
属
格
と
理
解
し
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
」
と
訳
す
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
れ
ど
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
し
な
が
ら
も
、
な
お

jIh
s
ou'C

ris
t
ou'

を
画
一
的
に
割
り
切
っ
て
目
的
格
的
に
理
解
す
る
こ

と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
応
は
目
的
格
的
に
理
解
し
な
が
ら
も
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
、
目
的
格
と
し
て
の
単
な
る
信

仰
の
目
的
だ
け
に
は
留
め
な
い
幅
の
広
さ
が
、
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。
こ
の
二
二
節
に
お
け

るp
ivs
t
ew

ß

は
、
そ
う
い
う
意
味
で

jIh
s
ou'C

ris
t
ou

と
不
可
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
結
合

に
は
そ
れ
ほ
ど
に
多
く
の
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
の
存
在
と
、
信
仰
そ
れ
自
体
と
の
密

接
さ
を
伺
わ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
。

次
に
、p

ivs
t
ew

ß

の
前
置
詞
と
な
っ
て
い
る
、dia

;

の
理
解
は
、
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。dia

;

プ
ラ
ス
属
格
の
結
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合
は
、「
手
段
」
と
し
て
理
解
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
だ
が③
、
こ
の
文
脈
に
も
そ
れ
が
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
二
一
節

か
ら
二
四
節
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
人
を
義
と
認
め
る
行
為
の
主
体
が
「
神
」
ご
自
身
で
あ
る
こ
と
が
再
三
強
調
さ
れ
て
い
る

た
め
、
義
認
の
行
為
主
体
で
あ
る
、
神
の
手
段
と
し
て
の
「
信
仰
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。

盪t
h
'a

ujt
ou'c

a
vrit

i
dia

;t
h
'ß
a
jp
olut

rw
vs
ew

ß

迯（
二
四
節
）

こ
の
箇
所
は
、
ロ
ー
マ
書
全
体
の
文
脈
の
中
で
初
め
て
、
義
認
の
根
拠
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
（a
jp
olut

rw
vs
ew

ß

）
が
、
神
の
恵
み
（t

h
'
a
ujt
ou'

c
a
vrit

i

）
と
併
記
し
て

置
か
れ
て
お
り
、
義
認
の
根
拠
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
が
、
神
の
恵
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
箇

所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
を
根
拠
と
す
る
、
神

の
義
認
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
の
節
で
、
人
間
の
側
の
「
信
仰
」
を
意
味
す
る
言
葉
が
一
言
も
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
、
義
認
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
の
軽
重
を
軽
々
し
く
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や

は
り
、
神
の
義
認
を
記
す
こ
の
箇
所
に
、「
信
仰
」
が
一
言
も
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
節
は
、
義
認
と
い
う
神
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
私
た
ち
人
間
の
側
の
「
信
仰
」
で
は
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
の

贖
い
」
及
び
「
神
の
恵
み
」
こ
そ
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
大
き
な
根
拠
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
二
五
節_

二
六
節
〕

盧dia
;t

h
'ß
p
ivs
t
w
ß
ejn

t
w
/'a

uvt
ou'a

[im
a
t
i

（
二
五
節
）

新
改
訳
聖
書
は
、
二
五
節
前
半
を
以
下
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

「
神
は
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
を
、
そ
の
血
に
よ
る
、
ま
た
信
仰
に
よ
る
、
な
だ
め
の
供
え
物
と
し
て
、
公
に
お
示
し
に
な
り
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ま
し
た
」。

こ
の
二
五
節
は
、
キ
リ
ス
ト
を
「
な
だ
め
の
供
え
物
」
と
し
た
、
神
の
行
為
を
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
訳
を
見

る
限
り
で
は
、「
そ
の
血
に
よ
る
」
と
「
信
仰
に
よ
る
」
と
が
、「
な
だ
め
の
供
え
物
」
の
前
で
、
並
列
に
置
か
れ
て
い
る
か
の

よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
原
文
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
は
異
な
っ
た
前
置
詞
を
保
持
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
の
（
キ
リ
ス
ト
）
血

に
よ
る
」
の
前
置
詞
は
、
場
所
・
領
域
を
表
すejn

で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
が
流
さ
れ
た
血
と
い
う
「
領
域
」
に
お
い
て
、「
な
だ

め
の
供
え
物
」
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
信
仰
」
の
前
置
詞
は
、
二
二
節
と
同
じ
く
手
段
を
表
すdia

;

と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
が

神
の
前
に
な
だ
め
の
供
え
物
と
成
り
え
た
主
要
な
領
域
は
、
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
の
血
の
代
価
で
あ
っ
て
、
信
仰
は
「
な
だ

め
の
供
え
物
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
義
」
を
人
に
与
え
る
た
め
の
、
神
の
手
段
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

盪dika
iou'nt

a
t
ovn

ejk
p
is
t
ew

ß
jIh
s
ou'

（
二
六
節
）

前
置
詞

ejk

が
、
人
物
を
表
わ
す
対
格
の
冠
詞
と
共
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
パ
ウ
ロ
書
簡
に
お
い
て
は
、
そ
の
人
物
の
所
属

す
る
宗
教
上
の
宗
派
、
ひ
い
て
は
そ
の
人
物
の
性
質
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
る④
。

す
る
と
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る

ejk

も
、
文
脈
上
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
記

さ
れ
るejk
p
is
t
ew

ß

は
、
神
の
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
お
い
て
、
信
仰
が
何
ら
か
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

神
が
義
と
認
め
る
者
の
、
性
質
そ
の
も
の
と
し
て
の
信
仰
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
す
る
方
が
相
応
し
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で

t
ovn

ejk

以
下
が
表
し
て
い
る
意
味
内
容
は
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
関
わ
り
が
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
単
純
に
言
え
ば
、
神
が
義

と
認
め
る
人
は
、「
イ
エ
ス
を
信
じ
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
、
人
間
の
側
の
性
質
こ
そ
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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〔
二
七
節_

二
八
節
〕

盧ejxekleivs
qh

（
二
七
節
）

ejxekleivs
qh

は
、
直
説
法
不
定
過
去
、
態
は
受
動
態
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
過
去
の
あ
る
一
時
点
に
お
い
て
、
外
的
な

要
因
の
た
め
に
、
人
間
的
な
誇
り
が
取
り
除
か
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
誇
り
が
取
り
除
か
れ

た
外
的
な
要
因
が
、「
信
仰
の
原
理
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
二
七
節
の
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
信
仰
」

の
原
理
と
は
、「
行
い
」「
わ
ざ
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
、
人
間
的
な
誇
り
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。

盪dika
iou's

qa
i
p
ivs
t
ei

a
[nqrw

p
on

（
二
八
節
）

dika
iou's

qa
i

は
、
不
定
法
現
在
、
態
は
受
動
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
義
と
さ
れ
る
人
間
は
、
義
認
の

行
為
の
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
人
を
義
と
認
め
る
行
為
の
主
体
は
、
文
脈
か
ら
明
ら
か
に
神
ご
自
身
で
あ
る
。
そ
の
た
め

p
ivs
t
ei

は
「
手
段
」
の
与
格
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

〔
釈
義
の
ま
と
め
と
し
て
〕

ロ
ー
マ
書
三
章
二
十
一
節_

二
十
八
節
の
釈
義
の
ま
と
め
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
幾
つ
か
の
事
柄
を
最

後
に
確
認
し
て
お
く
。
特
に
「
信
仰
義
認
」
の
理
解
を
巡
っ
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
二
二
節
の
釈
義
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
信
仰
に
よ
る
義
」
の
理
解
に
お
い
て
は
、
人
間
の
側
の
信
仰
そ
れ

自
体
よ
り
も
、
信
仰
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
関
わ
り
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
そ
れ
自
体
の
存
在

に
よ
っ
て
信
仰
義
認
と
い
う
教
理
が
成
り
立
つ
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
関
わ
り
が
あ
る
か
ら
こ
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そ
、「
信
仰
に
よ
る
義
」
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
二
五
節
の
釈
義
、
す
な
わ
ち
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て

は
、
信
仰
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
血
の
代
価
こ
そ
が
、
主
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
も
頷
け
る
と
思
う
。

第
二
に
確
認
し
た
い
こ
と
。
そ
れ
は
義
認
と
い
う
神
の
行
為
に
お
い
て
、
人
間
側
の
信
仰
は
、
あ
く
ま
で
も
行
為
主
体
で
あ

る
神
の
「
手
段
」
に
し
か
成
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
義
認
と
い
う
行
為
に
お
け
る
主
体
は
、
あ
く
ま
で
も
神
ご
自
身

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
人
間
の
信
仰
が
主
体
的
に
働
く
余
地
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

神
が
罪
人
を
義
と
認
め
る
場
合
、
二
四
節
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
信
仰
そ
れ
自
体
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
義
認
に
お
い
て
、
そ
の
根
拠
と
な
り
得
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
神
の
恵
み
」
に
よ
る
「
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス

に
よ
る
贖
い
」
で
あ
っ
て
、
信
仰
は
、
義
認
と
い
う
神
の
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
神
ご
自
身
が
用
い
る
、「
神
の
側
の
手

段
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
場
合
、
信
仰
が
「
手
段
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
義
認
の
主
体

が
神
で
あ
り
、
義
認
の
根
拠
が
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
義
認
を
受
け
る
た
め
の
受
け
皿
と
し
て
の
信
仰
と
理
解

す
る
こ
と
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
神
を
行
為
主
体
と
す
る
中
で
の
手
段
と
し
て
の
信
仰
の
役
割
と
は
、
き
わ
め

て
受
動
的
な
も
の
と
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
こ
と
と
し
て
、
人
間
の
信
仰
は
、
神
の
義
認
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
、
某
か
の
要
因
で
あ
る
と
い
う
よ

り
は
む
し
ろ
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
義
と
認
め
ら
れ
た
人
間
の
、
そ
の
性
質
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
六
節

の
釈
義
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
人
間
の
信
仰
は
、
義
認
を
決
定
づ
け
る
よ
う
な
神
の
側
の
要
因
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
義
と
さ
れ
る
人
間
の
性
質
を
物
語
る
、
言
わ
ば
人
間
の
側
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
「
信
仰
」
そ
れ
自
体
は
、
人
を
誇
ら
せ
得
る
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
二
七
節
に
お
い
て
、「
信
仰
の
原
理
」
と

「
行
い
の
原
理
」
が
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。「
信
仰
」
と
、「
行
い
」
と
の
区
別
を
言
葉
の
上
だ
け
で
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は
な
く
、
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
も
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
、
当
該
箇
所
の
釈
義
に
お
い
て

は
特
に
重
要
で
あ
る
。
も
し
信
仰
が
、
人
を
誇
ら
せ
う
る
何
ら
か
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
意
味
内
容

に
お
い
て
、「
行
い
」
と
の
明
確
な
区
別
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
お
最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
釈
義
の
作
業
を
重
ね
る
中
に
あ
っ
て
、
筆
者
は
、「
信
仰
義
認
」「
信
仰
に
よ
る
義
」
と
い
う

教
理
上
の
名
称
に
つ
い
て
、
若
干
の
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
信
仰
義
認
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
あ
る
種
の

マ
ジ
ッ
ク
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
義
認
と
い
う
神
の
行
為
に
お
い
て
、
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

人
間
の
側
の
「
信
仰
」
が
、
こ
の
名
称
の
故
に
殊
更
に
重
く
見
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
義
認
の
根
拠
が
、「
神

の
恵
み
」
に
よ
る
「
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
」
で
あ
る
こ
と
が
影
に
隠
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
受
け
取
る
人
間
の
側
の
信
仰
だ
け
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

蠱
、
信
条
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
の
検
証

さ
て
以
上
、
ロ
ー
マ
書
三
章
か
ら
の
釈
義
の
ま
と
め
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
条
に
お
け
る
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
で
の

「
信
仰
の
役
割
」
を
検
証
し
て
み
た
い
。

ま
ず
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
す
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
は
、
第

六
一
問
に
お
い
て
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
に
言
及
し
て
い
る①
。
そ
の
第
六
一
問
を
ロ
ー
マ
書
の
釈
義
に

照
ら
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
仰
理
解
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
釈
義
の
内
容
に
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
特
に
、

神
の
義
認
の
行
為
に
お
け
る
、
信
仰
の
価
値
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
点
、
加
え
て
、
義
認
の
根
拠
を
「
キ
リ
ス
ト
の
償
い
と

義
と
聖
」
と
に
見
出
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は
「
わ
た
し
は
、
信
仰
に
よ
る
以
外
に
は
、
こ
れ
を
受
け
、
わ
た
し
の
も
の
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
信
仰
の
果
た
す
役
割
を
あ
く
ま
で
も
「
キ
リ
ス
ト
の
償
い
と
義
と
聖
」
を
受
け
る
と
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い
う
、
受
動
的
な
も
の
に
限
定
し
て
い
る
点
等
で
あ
る
。

な
お
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
Ｈ
・
フ
ー
ク
セ
マ
が
、
適
切
に
次

の
よ
う
な
注
解
を
し
て
い
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

「
義
認
と
信
仰
の
関
係
に
お
け
る
唯
一
、
適
切
な
概
念
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
信
仰
と
は
、

神
ご
自
身
が
私
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
道
具
、
あ
る
い
は
手
段
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。②
」

次
に
ベ
ル
ギ
ー
信
条
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
ベ
ル
ギ
ー
信
条
に
お
い
て
は
、
先
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
以
上
に
、「
信

仰
の
役
割
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ま
こ
と
に
厳
密
な
理
解
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
第
二
十
二
条
に
お
い
て
、「
…
適
切
に
い
え
ば
わ
れ
ら
を
義
と
す
る
の
は
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
信
仰
は
わ
れ
ら
の
義
な
る
キ
リ
ス
ト
を
奉
ず
る
道
具
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。③
」
と
明
確
に
記

し
て
い
る
よ
う
に
、
信
仰
の
役
割
を
「
キ
リ
ス
ト
を
奉
じ
る
た
め
の
道
具
」
に
限
定
し
て
い
る
所
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰

問
答
以
上
に
明
快
で
あ
る
。
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
を
義
認
の
根
拠
と
し
て
い
る
点
、
神
を
義
認
の
行
為
主
体
と
す
る
点
に
お
い

て
も
、
表
現
の
曖
昧
さ
を
残
さ
ぬ
明
快
な
告
白
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
点
か
ら
ベ
ル
ギ
ー
信
条
も
ま
た
、
十
分
に
ロ
ー
マ
書
の
釈
義
に
耐
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
最
後
の
和
協
信
条
で
あ
る
が
、
こ
の
和
協
信
条
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
の
理
解
に
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
い

た
よ
う
に
、
多
分
に
信
仰
そ
れ
自
体
に
関
す
る
能
動
的
な
理
解
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
根
本
宣
言
・
第
三
条
に
お
い
て

「
…
こ
れ
（
キ
リ
ス
ト
の
義
）
を
と
ら
え
、
受
入
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
適
用
し
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
す
る
唯
一
の
手
だ
て
は
信
仰

の
み④
」
と
記
し
て
い
た
点
等
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
信
仰
そ
れ
自
体
が
キ
リ
ス
ト
の
義
を
「
と
ら
え
」「
受
入
れ
」「
適

用
」
す
る
と
い
う
、
能
動
的
か
つ
、
主
体
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
和
協
信
条
は
、
義
認
の
根
拠
を
人
間
の
信
仰
に
見
出
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

根
本
宣
言
第
三
条
の
前
半
に
お
い
て
一
応
の
言
及
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
そ
れ
は
な
ん
ら
わ
れ
わ
れ
の
『
功
績
や
ふ
さ
わ
し
さ
』
に
よ
ら
ず
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
さ
き
に
行
わ
れ
た

行
な
い
や
現
在
の
行
い
や
こ
れ
か
ら
つ
づ
く
行
な
い
に
よ
ら
ず
、
た
だ
純
粋
の
恵
み
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
主
キ
リ
ス
ト
の
み

の
功
績
、
全
き
服
従
、
ひ
ど
い
苦
難
、
死
、
復
活
の
み
の
ゆ
え
の
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
義
が
わ
れ
わ
れ
に
義
と
し
て
帰
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。⑤
」
と
告
白
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
義
認
の
根
拠
を
キ
リ
ス
ト
の
義
に
見
て
い
な
が
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
の
義
の
人
間
へ
の
適
用
の

段
階
に
な
る
と
、
和
協
信
条
に
は
、
信
仰
が
キ
リ
ス
ト
の
義
を
と
ら
え
、
適
用
す
る
と
い
う
能
動
的
な
要
素
が
入
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
信
仰
の
役
割
を
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
受
け
皿
、
手
段
と
し
て
、
受

動
的
な
も
の
に
留
め
よ
う
と
し
て
い
た
ロ
ー
マ
書
の
釈
義
と
は
相
入
れ
な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

信
仰
問
答
な
ら
び
に
、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
が
、
一
貫
し
て
信
仰
の
役
割
を
「
道
具
」
と
し
て
と
ら
え
、
受
動
的
な
理
解
の
中
に
限

定
し
て
い
た
の
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
和
協
信
条
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
一
歩
、
能
動
的
な
理
解
へ
と
踏
み
越
え
て
し
ま

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
起
草
さ
れ
た
年
代
が
一
五
七
七
年
と
い
う
、
こ
れ
ら
三
つ
の
信
条
の
中
で
最
も
新
し
い
和
協
信
条
が
、
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
、
お
よ
び
ベ
ル
ギ
ー
信
条
の
受
動
的
な
信
仰
理
解
を
越
え
て
、
信
仰
の
よ
り
能
動
的
な
理
解
へ
と
踏
み

出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
単
な
る
ル
タ
ー
派
個
有
の
信
仰
理
解
と
い
う

問
題
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
性
質
の
も
の
だ
と
思
う
。
元
よ
り
、
こ
れ
は
信
仰
義
認
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
根
幹
に
当
た

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
加
え
て
歴
史
的
な
こ
と
を
申
し
上
げ
れ
ば
、
宗
教
改
革
時
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
陣
営
に
お
い
て
は
、

諸
教
派
間
の
交
流
が
ま
こ
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
事
実
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
起
草
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
ウ
ル
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ジ
ヌ
ス
も
、
ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
も
と
に
七
年
も
の
間
師
事
し
、
か
つ
一
時
期
ル
タ
ー
派
に
属
し

て
い
た
と
い
う
経
緯
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る⑥
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
和
協
信
条
に
お
け
る
信
仰
の
能
動
的
な
理
解
に
関

し
て
は
、
教
会
史
並
び
に
教
理
史
の
分
野
か
ら
の
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

蠶
、
神
学
的
な
課
題
と
し
て

以
上
、
ロ
ー
マ
書
の
釈
義
に
基
づ
き
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
、
和
協
信
条
に
お
け
る
、
義

認
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
の
「
信
仰
の
役
割
」
に
つ
い
て
検
証
を
し
て
来
た
。
最
後
に
、
こ
こ
で
そ
の
検
証
の
結
果
が
必
然
的
に

も
た
ら
す
、
神
学
的
な
課
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
殊
に
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
信
条
は
単
な

る
歴
史
的
な
古
典
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
今
日
も
、
広
く
諸
教
会
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
生
き
た
信
条
で
あ
る

だ
け
に
、
そ
の
神
学
的
な
課
題
は
、
よ
り
実
践
的
な
も
の
と
な
っ
て
来
る
と
言
え
る
。

こ
こ
で
、
と
り
わ
け
大
き
な
問
題
を
感
じ
る
の
は
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
に
つ
い
て
、
幾
ら
か
の

能
動
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
和
協
信
条
が
、
表
立
っ
た
議
論
も
な
い
ま
ま
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
や
ベ
ル
ギ
ー
信
条

と
共
に
、
宗
教
改
革
の
伝
統
に
立
つ
諸
教
会
に
お
い
て
学
ば
れ
、
ま
た
現
在
も
告
白
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
能
動
的
要
素
が
、
も
し
何
の
議
論
も
な
い
ま
ま
に
無
批
判
に
、
或
い
は
無
意
識
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

改
革
派
の
神
学
者
で
あ
る
Ｈ
・
フ
ー
ク
セ
マ
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
の
注
解
の
中
で
、
信
仰
と
義
認
と
の
関
係
を

見
誤
る
な
ら
ば
、
信
仰
が
、「
も
う
一
つ
の
わ
ざ
」
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
指
摘
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る①
。

「
…
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
信
仰
は
わ
ざ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
そ
れ
自
体
が
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
完
全
な
信
頼

と
い
う
よ
り
も
、
人
間
の
わ
ざ
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」。

138



も
ち
ろ
ん
、
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
信
仰
の
役
割
を
、
幾
ら
か
能
動
的
な
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
即
、
信
仰
を
わ
ざ

に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
、
短
絡
的
な
見
解
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
仰
と
義
認
と
の
関
係
の
繊

細
さ
を
思
う
時
に
、
た
と
え
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
も
し
、
信
仰
を
「
わ
ざ
」
と
し
て
し
ま
う
何
ら
か
の
危
険
性
が
潜
ん

で
い
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

言
葉
の
上
で
は
一
応
、「
信
仰
」
と
呼
ん
で
は
い
な
が
ら
も
、
も
し
何
か
し
ら
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
こ
に
人
間
を
誇
ら
せ
る

意
味
内
容
が
込
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
信
仰
義
認
の
教
理
を
、
い
つ
し
か
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
と
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
信
仰
の
理
解
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
信
仰
が
「
わ
ざ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ

う
、
細
心
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
申
し
上
げ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
や
ベ
ル
ギ
ー
信

条
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
六
一
問
、
第
二
十
二
条
で
見
せ
て
い
た
よ
う
な
、
信
仰
の
役
割
を
あ
く
ま
で
も
受
動
的
な
も
の
に
留
め
よ

う
と
す
る
告
白
は
、
信
仰
義
認
の
教
理
に
お
い
て
、
一
つ
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

蠹
、
結
語

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
書
三
章
の
釈
義
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問

答
、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
、
和
協
信
条
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
、
検
証
し
つ
つ
、「
信
仰
に
よ
る
義
」
の
正
し
い
理
解
を
再
確
認
し
て
来

た
。
そ
こ
で
は
義
認
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
神
ご
自
身
で
あ
っ
て
、
義
認
の
根
拠
と
な
り
う
る
の
は
、
神
の
恵
み
に
よ
る
「
キ

リ
ス
ト
の
贖
い
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
一
般
に
、
い
わ
ゆ
る
「
信
仰
に
よ
る
義
」
と
い
う
教
理
上
の
名
称
を
用
い
る
場
合
、
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
、

言
葉
の
マ
ジ
ッ
ク
が
働
い
て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
「
信
仰
に
よ
る
…
」
と
い
う
一
語
が
入
る
た
め
に
、
義
認
の
プ
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ロ
セ
ス
の
中
で
信
仰
の
果
た
す
役
割
を
、
ど
う
し
て
も
能
動
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
し
ま
い
、
本
来
、
最
も
主
要
な
要
因

で
あ
る
は
ず
の
、「
神
の
恵
み
」
と
「
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
」
が
影
に
隠
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
②
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
「
信
仰
の
役
割
」
の
正
し
い
理
解
を
確
認
し
、
信
仰
が
キ
リ
ス
ト
の
義
を
受
け
る
た
め
の
道
具
、

ま
た
は
受
け
皿
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
一
地
方
教
会
の
牧
師
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
本
稿
に
お
け
る
研
究
は
、
自
ら
の
教
会
形
成
の
あ
り
方
を
も
、
そ
の
根

本
か
ら
問
い
直
す
も
の
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
福
音
派
と
呼
ば
れ
る
教
会
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト

の
義
を
受
け
る
道
具
、
受
け
皿
と
し
て
の
信
仰
理
解
よ
り
も
、
和
協
信
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
能
動
的
な
信
仰
理
解
が
、
依

然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
教
会
形
成
の
中
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ガ
ン
バ
ロ
ウ
式
」
の
信
仰

理
解
。「
頑
張
っ
て
」「
祈
っ
て
」「
何
か
を
す
る
」
こ
と
が
信
仰
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
し
が
ち
な
傾
向
が
、
依
然
と
し
て
そ

こ
に
は
根
強
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
新
た
に
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
単
に
実
践
的
な
課
題
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
所
で
、
義
認
と
信
仰
と
の
関
係

を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
教
理
に
ま
で
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
特
に
、
罪
人
を
義
と
認
め
る
神

の
義
認
の
主
体
的
な
行
為
に
お
い
て
、
人
間
の
側
か
ら
、
信
仰
の
能
動
性
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
主
張
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

神
の
主
権
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
暴
挙
を
犯
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
信
仰
が
「
も
う
一
つ
の
わ
ざ
」
と
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
自
戒
さ
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。

な
お
本
稿
は
、
今
後
に
向
け
て
の
数
多
く
の
課
題
を
積
み
残
し
た
。
そ
れ
は
、
和
協
信
条
が
な
ぜ
「
信
仰
の
役
割
」
を
能
動

的
に
理
解
し
て
し
ま
っ
た
か
と
い
う
点
に
関
す
る
問
題
の
掘
り
下
げ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
教
会
史
的
、
教
理
史
的
な
検

証
が
求
め
ら
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
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注〈
序
・
蠢
〉

①
信
条
集
専
門
委
員
会
訳
「
和
協
信
条
」『
一
致
信
条
書
』（
聖
文
舎
、
一
九
八
二
年
）
八
○
四
頁
。

本
稿
の
中
で
取
り
扱
う
「
和
協
信
条
」
に
お
い
て
も
、
信
仰
の
義
認
が
「
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
全
体
の
中
で
も
主
要
な
も
の
」

だ
と
し
て
い
る
。

②
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
、
和
協
信
条
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
し
。

日
本
基
督
教
協
議
会
文
書
事
業
部
篇
「
信
条
集
上
」（
新
教
出
版
社
、
一
九
五
五
年
）
三
六
四_

七
頁
。

③
本
稿
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
日
本
語
訳
の
中
で
最
も
新
し
い
、

春
名
純
人
訳
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」（
聖
恵
授
産
所
、
一
九
九
六
年
）
か
ら
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
諸
訳
と
の
比
較

に
お
い
て
も
、
春
名
訳
が
最
も
平
明
で
、
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
も
詳
し
い
と
思
わ
れ
る
。

④
前
掲
書
、
七
三_

七
四
頁
。

⑤H
erm

an
H

oeksem
a,T

he
T

riple
K

now
ledge,

V
ol.2,(G

rand
R

apids,M
ichigan:R

eform
ed

Free
Publish,1988)

pp.

328–30.

⑥Ibid.,p.330.

⑦
春
名
純
人
訳
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」
七
四
頁
。

⑧H
erm

an
H

oeksem
a,T

he
T

riple
K

now
ledge,pp.339–351.

を
参
照
の
こ
と
。
信
仰
と
義
認
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
及
び
信

仰
の
役
割
に
つ
い
て
大
変
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

⑨
日
本
基
督
教
協
議
会
文
書
事
業
部
篇
「
信
条
集
上
」、
三
六
五_

七
頁
。

⑩
前
掲
書
、
三
四
五
頁
。
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⑪
前
掲
書
、
三
四
五
頁
。
な
お
、
引
用
中
の
「
わ
れ
ら
を
義
と
す
る
の
は
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
」
に
つ

い
て
、
日
本
基
督
教
会
・
横
浜
長
老
教
会
牧
師
の
登
家
勝
也
氏
は
、
別
の
テ
キ
ス
ト
の
存
在
を
指
摘
し
、「
…
信
仰
そ
の
も
の

で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
教
え
な
い
」
と
い
う
訳
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
義
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
信

仰
の
役
割
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
信
条
が
大
き
な
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
示
唆
で
あ
る
。

⑫「
ル
タ
ー
派
」
と
い
う
名
称
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
宗
教
改
革
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
と
、
そ
の
後
に
形
成

さ
れ
た
ル
タ
ー
派
と
を
区
別
し
て
考
え
、
教
理
上
の
単
純
な
イ
コ
ー
ル
を
そ
こ
に
見
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
教
会
史
、
教
理

史
に
お
け
る
常
識
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
和
協
信
条
が
起
草
さ
れ
る
ま
で
の
歴
史
的
な
変
遷
を
見
る
時

に
明
ら
か
で
あ
る
。
詳
し
く
は
前
掲
書
、
三
六
四_

五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

⑬
日
本
基
督
教
協
議
会
文
書
事
業
部
篇
「
信
条
集
上
」、
三
六
四_

五
頁
。

⑭
信
条
集
専
門
委
員
会
訳
「
和
協
信
条
」、
七
○
六_

一
○
頁
、
八
○
三_

八
一
九
頁
。

⑮
前
掲
書
、
八
○
三
頁
。

⑯
前
掲
書
、
八
○
五_

六
頁
。

⑰
春
名
純
人
訳
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」、
七
四
頁
。

⑱
日
本
基
督
教
協
議
会
文
書
事
業
部
篇
「
信
条
集
上
」、
三
四
五
頁
。

⑲
信
条
集
専
門
委
員
会
訳
「
和
協
信
条
」、
八
○
五
頁
。

⑳
前
掲
書
、
八
○
六
頁
。

澡
さ
ら
に
も
う
一
つ
付
言
す
れ
ば
、
和
協
信
条
が
、
信
仰
の
役
割
を
「
義
の
適
用
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
点
に
も
議
論
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
特
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
流
れ
を
汲
む
改
革
派
の
立
場
に
お
い
て
は
、「
義
の
適
用
」
は
、
あ
く
ま
で
も
聖
霊
固
有

の
働
き
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
、
義
を
適
用
す
る
の
を
「
聖
霊
」
固
有
の
働
き
と
す
る
か
、「
信
仰
」
に
も
そ
の
一
翼
を
担
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わ
せ
る
か
と
い
う
点
は
、
教
理
上
の
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
に
お
い
て
は
、
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
及
び
、
ロ
ー
マ
書
の
釈
義
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
、
聖
霊
の
働
き
と
の
関
連
で
論
じ
る
、「
義
の

適
用
」
に
関
し
て
は
、
守
備
範
囲
と
は
し
な
い
。

〈
蠡
〉

①T
urner,N

.,A
G

ram
m

aticalInsights
into

the
N

ew
T

estam
ent,(E

dinburgh:T.&
T.Clark,1965),p.122.

②M
orris,L.,T

he
E

pistle
to

the
R

om
ans,(G

rand
R

apids,M
ichigan:Inter

V
arsity

Press,1994),p.175.

③Ibid.,p.176.

④T
urner,N

.,A
G

ram
m

ar
ofN

ew
T

estam
entG

reek,(E
dinburgh:T.&

T.Clark,1963),p.15.

〈
蠱
〉

①
春
名
純
人
訳
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
」、
七
四
頁
。

②H
oeksem

a,H
erm

an.,T
he

T
riple

K
now

ledge,Vol.2,p.350.

な
お
、
翻
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

③
日
本
基
督
教
協
議
会
文
書
事
業
部
編
「
信
条
集
上
」、
三
四
五
頁
。

④
信
条
集
専
門
委
員
会
訳
「
一
致
信
条
集
」、
八
○
五
頁
。

⑤
前
掲
書
、
八
○
四
頁
。

⑥
矢
内
昭
二
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
解
説
」『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
問
答
』（
新
教
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）一
四
八_

一
五
二
頁
。
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〈
蠶
・
蠹
〉

①H
oeksem

a,H
erm

an.,T
he

T
riple

K
now

ledge,Vol.2,p.350.

翻
訳
は
筆
者
に
よ
る
。

②
同
盟
基
督
教
団
・
安
城
中
央
キ
リ
ス
ト
教
会
牧
師
の
折
戸
正
義
氏
は
、
一
九
九
六
年
十
月
二
十
七
日
、
同
盟
・
亀
田
キ
リ
ス

ト
教
会
に
お
け
る
講
演
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
の
義
に
よ
っ
て
義
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
「
キ
リ
ス
ト
義
認
」
の
名

称
を
提
案
し
て
い
る
。

（
一
九
九
二
年
卒
　
牧
師
）
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