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聖
書
は
誤
り
な
き
神
の
み
こ
と
ば
で
あ
る
と
福
音
派
で
あ
る
私
た
ち
は
告
白
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
聖
書
は
隕
石
か
何
か

の
よ
う
に
天
（
ま
た
神
）
か
ら
直
接
に
降
っ
て
来
た
も
の
で
は
な
い
。
聖
書
は
、
あ
く
ま
で
も
介
在
す
る
人
間
の
聖
書
記
者
が

執
筆
し
た漓
複
数
の
文
書
の
集
合
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
書
を
構
成
す
る
六
十
六
巻
各
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
、
文
化
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
読
ん
で
も
十
分
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
り
、
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
新
約

聖
書
に
限
っ
て
見
る
と
、
新
約
聖
書
を
構
成
す
る
二
十
七
巻
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
は
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
民
族
の

歴
史
と
し
て
も
激
動
期
で
あ
り
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
視
点
か
ら
も
「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
ユ
ダ
ヤ
教
と
は
別
個
の
新
し
い
宗
教
と

な
る
過
渡
的
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
状
況
は
、
福
音
書
や
使
徒
の
働
き
な
ど
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ナ

ザ
レ
人
イ
エ
ス
は
、
安
息
日
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
会
堂
で
礼
拝
を
さ
さ
げ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
律
法
の
解
釈
の
詳
細
、
理
解
を
め

ぐ
っ
て
は
律
法
学
者
、
パ
リ
サ
イ
人
ら
と
意
見
を
異
に
し
た
が
、
イ
エ
ス
は
基
本
的
に
ユ
ダ
ヤ
人
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
生
活

し
た
。
ま
た
パ
ウ
ロ
は
、
新
し
い
町
に
到
着
す
る
と
、
安
息
日
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
会
堂
で
の
（
ユ
ダ
ヤ
教
の
）
礼
拝
に
出
席
し
た
。

〔
論
　
　
文
〕聖

書
、
ど
う
読
み
、
ど
う
語
る
か
。

│
│
聖
書
解
釈
学
入
門
│
│

伊
　
　
藤
　
　
明
　
　
生



そ
し
て
、「
旧
約
」
聖
書
（
当
時
に
即
し
て
考
え
る
と
時
代
錯
誤
的
表
現
に
他
な
ら
な
い
）
の
朗
読
の
後
に
、「
旧
約
」
聖
書
か

ら
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
語
っ
て
福
音
宣
教
を
行
な
っ
て
い
る
（
例
え
ば
使
徒
の
働
き
一
三
章
一
四
〜
四
一
節
）。

こ
の
よ
う
な
出
来
事
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
当
時
は
ま
だ
ユ
ダ
ヤ
教
内
の
「
ナ
ザ
レ
派
」
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
新
約
聖
書
は
、
予
め
編
集
委
員
会
を
組
織
し
て
、
新
約
聖
書
の
編
集
方
針
を
定
め
て
依
頼
し
、
執
筆
さ
れ
た
文
書
で
は

な
い滷
。
あ
く
ま
で
も
「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
成
立
す
る
途
上
の
特
定
の
事
情
下
で
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
さ
れ
た
文
書
が
収
集
さ
れ
て

「
新
約
聖
書
」
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
千
年
経
っ
た
今
私
た
ち
は
「
新
約
聖
書
」
を
一
体
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
あ
る
か
、

ど
の
よ
う
に
読
む
よ
う
に
教
え
る
べ
き
か
、
さ
ら
に
は
人
々
に
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
か
は
容
易
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る

課
題
で
は
な
い
。
当
時
の
歴
史
的
状
況
、
文
化
的
状
況
を
多
少
な
り
と
も
学
ぶ
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
自
ず
と

限
界
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

「
聖
書
の
明
晰
性
」

福
音
派
の
諸
教
会
で
は
、
し
ば
し
ば
聖
書
を
と
に
か
く
読
む
こ
と
、
読
み
進
め
る
こ
と
を
促
し
、
そ
し
て
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
よ
う
に
教
え
る
傾
向
が
強
い
。
神
の
み
こ
と
ば
で
あ
る
聖
書
に
は
、
神
的
力
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、

二
十
一
世
紀
の
現
代
で
あ
っ
て
も
神
が
聖
書
を
通
し
て
私
た
ち
に
語
り
か
け
る
こ
と
を
信
じ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
な
伝
統
を
批
判
し
た
り
、
否
定
し
た
り
す
る
意
図
は
筆
者
に
は
全
く
な
い
。
そ
も
そ
も
聖
書
は
わ
か
り
易
い
も
の
だ
、
と
主

張
し
た
の
は
宗
教
改
革
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
でclaritas

scripturae

、
つ
ま
り
聖
書
の
明
晰
性
を

ル
タ
ー
は
唱
え
、『
奴
隷
意
志
論
』
で
自
ら
の
見
解
を
論
じ
た澆
。
聖
書
の
明
晰
性
は
「
宗
教
改
革
」潺
に
は
不
可
欠
な
教
理
で
あ
っ
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た
。
ル
タ
ー
は
、
既
存
の
教
会
で
あ
る
ロ
ー
マ
教
会
の
教
え
を
批
判
し
、
結
果
的
に
は
ロ
ー
マ
教
会
か
ら
破
門
さ
れ
、「
ル
タ
ー

派
」
教
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ル
タ
ー
は
、
聖
書
に
基
づ
い
て
、
既
存
の
教
会
を
批
判
し
袂
を
分
か
っ
た
が
、
人

文
主
義
者
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
こ
の
点
で
ル
タ
ー
を
批
判
し
て
い
る
。
聖
書
の
解
釈
は
困
難
な
も
の
で
あ
っ
て
、

聖
書
を
基
盤
に
し
て
「
宗
教
改
革
」
の
よ
う
な
過
激
な
行
動
に
走
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
、
と
。
エ
ラ
ス
ム
ス
自
身
、
ル

タ
ー
の
「
宗
教
改
革
」
に
先
駆
け
『
痴
愚
神
礼
讃
』（
一
五
○
九
年
）
を
執
筆
し
、
ロ
ー
マ
教
会
を
批
判
し
た
が
、
ル
タ
ー
と
は

異
な
り
、
ロ
ー
マ
教
会
に
留
ま
り
続
け
た潸
。
ル
タ
ー
が
論
じ
た
「
聖
書
の
明
晰
性
」
と
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
批
判
に
答
え
た
も

の
で
あ
り
、
中
世
の
教
会
で
行
な
わ
れ
て
き
た
複
雑
で
高
度
な
聖
書
解
釈
術澁
に
対
す
る
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
中
世
の
カ
ト
リ

ッ
ク
の
修
道
僧
た
ち
が
実
践
し
て
い
た
聖
書
解
釈
は
、
余
り
に
も
複
雑
で
、
お
よ
そ
一
般
の
信
徒
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
多
く
の
一
般
民
衆
は
読
み
書
き
す
ら
で
き
な
く
、
教
育
の
な
い
人
々
が
多
い
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
ル
タ
ー
自
身
、

修
道
僧
と
し
て
伝
統
的
聖
書
解
釈
術
を
習
熟
し
実
践
し
て
い
た
が
、
神
の
み
こ
と
ば
で
あ
る
聖
書
を
通
し
て
一
般
信
徒
に
も
神

は
語
り
か
け
る
、
と
考
え
た
。
信
徒
は
必
ず
し
も
司
祭
の
仲
介
が
な
く
て
一
個
の
人
間
と
し
て
神
の
御
前
に
出
、
直
接
に
聖
書

を
通
し
て
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ラ
テ
ン
語
の
聖
書
で
は
な
く
、
一
般
民
衆
が
読
む
こ
と
が
で
き
る
庶
民

の
わ
か
る
言
葉
に
訳
さ
れ
た
聖
書
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
万
人
祭
司
論
に
始
ま
り
、
聖
書
の
明
晰
性
、
ル
タ
ー
の
聖
書
翻
訳
の

偉
業
は
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。

元
修
道
僧
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
は
勿
論
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
書
解
釈
術
を
熟
知
し
て
い
た
。「
聖
書
の
明
晰
性
」
を
唱
え

て
、
ル
タ
ー
は
、
決
し
て
聖
書
を
安
易
に
個
々
人
が
好
き
勝
手
に
読
ん
で
い
い
と
主
張
し
た
訳
で
は
な
い
。
中
世
の
教
会
は
、

あ
る
意
味
で
聖
書
か
ら
超
越
し
て
い
た
。
聖
書
を
一
般
信
徒
か
ら
取
り
上
げ
て
、
聖
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
に
対
し

て
、
聖
書
（
／
教
会
／
神
）
の
教
え
は
こ
う
だ
、
と
一
方
的
に
一
段
上
か
ら
教
え
込
む
こ
と
が
で
き
、
実
際
そ
う
し
て
い
た
。

し
か
し
、
ル
タ
ー
は
教
会
が
聖
書
の
教
え
に
忠
実
か
ど
う
か
を
聖
書
に
基
づ
い
て
批
判
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

3



え
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
般
の
人
が
聖
書
を
読
ん
で
、
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
一
般
の
人
々
が
読
ん
で

理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
聖
書
の
意
味
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
意
味
に
こ
そ
神
的
権
威
を
ル
タ
ー
は
見
い

出
し
た
。
ル
タ
ー
自
身
は
決
し
て
エ
ラ
ス
ム
ス
の
言
う
よ
う
に
聖
書
の
解
釈
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
た
訳
で
は
な

い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
免
罪
符
を
購
入
す
る
と
人
の
罪
が
赦
さ
れ
る
と
言
う
ロ
ー
マ
教
会
の
主
張
が
聖
書
の
教
え
と
は
相
入

れ
ず
間
違
い
で
あ
る
こ
と
は
、
だ
れ
も
が
実
際
に
聖
書
を
読
み
さ
え
す
れ
ば
わ
か
る
も
の
だ
と
言
う
の
が
ル
タ
ー
の
主
張
で
あ

っ
た
。
罪
人
は
死
ぬ
と
煉
獄
に
行
く
、
だ
れ
か
が
代
わ
り
に
功
徳
を
十
分
に
積
む
と
煉
獄
か
ら
天
国
に
移
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
は
聖
書
の
ど
こ
に
も
教
え
ら
れ
て
い
な
い
。
人
は
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
神
の
御
前
に
義
と
認
め
ら
れ
る

と
聖
書
で
は
教
え
ら
れ
て
い
る
、
と
ル
タ
ー
は
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
聖
書
は
教
会
の
教
え
と
在
り
方
を
批
判
す
る
基
盤
と

な
る
に
十
分
分
か
り
や
す
い
と
言
う
の
が
「
聖
書
の
明
晰
性
」
で
あ
っ
た澀
。
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
、
聖
書
の
神
学
的
な
側
面

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
福
音
派
の
聖
書
論
か
ら
見
れ
ば
、
当
然
の
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
が
、「
聖
書
の
明
晰
性
」
に
は
常

に
安
易
な
読
み
込
み
的
聖
書
の
読
み
方
に
堕
す
る
危
険
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
正
統
主
義
の
時
代
を
経
た
敬
虔
主
義
運
動
で
は
デ

ヴ
ォ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
聖
書
の
読
み
方
、
聖
書
の
学
び
が
強
調
さ
れ
た
。
今
の
自
分
に
神
が
聖
書
を
通
し
て
何
を
語
っ
て
お
ら
れ

る
か
、
と
言
う
視
点
か
ら
聖
書
を
読
み
学
ぶ
こ
と
が
奨
励
さ
れ
た
。
正
統
主
義
の
時
代
に
は
、「
宗
教
改
革
」
で
確
立
さ
れ
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
正
統
的
神
学
が
信
仰
問
答
な
ど
で
教
え
ら
れ
た
。
正
し
い
神
学
が
強
調
さ
れ
、
生
き
生
き
と
し
た
信
仰
、
神

と
の
交
わ
り
が
失
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
抗
し
て
ハ
レ
大
学
な
ど
を
中
心
に
し
て
起
こ
っ
た
信
仰
覚
醒
運
動
が
敬
虔

主
義
運
動
で
あ
る
。
小
グ
ル
ー
プ
で
聖
書
を
学
び
、
直
接
に
語
り
か
け
る
神
の
御
声
を
聖
書
か
ら
聞
く
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
の

は
自
然
な
成
行
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
に
は
聖
書
を
聖
書
の
世
界
か
ら
無
理
に
現
代
の
今
の
読
者
の
世

界
へ
と
引
き
込
む
危
険
が
伴
う
。

こ
の
よ
う
な
聖
書
の
神
学
的
側
面
は
、
冒
頭
に
触
れ
た
歴
史
的
、
文
学
的
側
面
と
は
原
理
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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し
か
し
、
同
時
に
両
者
が
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
聖
書
が
神
の
み
こ
と
ば
で
あ
る
以
上
、
現
代
に
生
き
る
私
た

ち
に
今
語
り
か
け
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
二
千
年
以
上
も
前
に
全
く
異
な
る
環
境
で
異
な
る
人
々
が
生
き
た

世
界
の
た
だ
中
で
、
聖
書
を
構
成
す
る
六
十
六
巻
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
当
初
の
執
筆
者
た
ち
が
意
図
し
た
意

味
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
意
味
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
十
一

世
紀
の
日
本
に
生
き
る
私
た
ち
が
私
た
ち
の
世
界
の
中
に
聖
書
を
引
き
込
ん
で
読
む
際
に
は
、
読
み
込
み
を
し
た
り
、
誤
解
を

し
た
り
す
る
危
険
が
常
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
当
初
は
、
全
く
異
な
る
状
況
に
い
る
異
な
る
人
々
を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
書
か

れ
た
書
物
を
、
今
の
私
に
何
が
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
か
を
探
り
な
が
ら
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
危
険
は
自
ず
と
生

じ
る潯
。
言
語
の
意
味
は
往
々
に
し
て
、
文
脈
で
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
あ
る潛
。
先
に
触
れ
た
「
明
晰
性
」
ひ
と
つ
を
取
っ
て
み

て
も
、
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
く
か
で
、
自
然
と
限
界
や
意
図
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
垣
間
見
た濳
。
し
か
し
、

歴
史
家
ま
た
は
骨
董
趣
味
の
人
間
で
な
く
、
普
通
の
キ
リ
ス
ト
者
が
聖
書
を
読
む
の
は
、
別
に
二
千
年
以
上
前
に
生
き
た
人
々

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
か
を
知
り
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
古
代
の
文
献
が
何
ら
か
の
意
味
で
今
の
自
分
に
意
義

が
あ
る
と
思
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

新
約
聖
書
の
世
界

新
約
聖
書
の
時
代
は
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
と
っ
て
危
機
的
時
代
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
自
ら
は
神
の
民
で
あ
る
と
信
じ
て
い

た
が
、
亡
国
の
民
で
あ
り
、
異
教
徒
の
圧
制
の
下
で
苦
し
ん
で
い
た
。
当
然
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
に
何
か
問
題
が

あ
る
か
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
主
は
、
約
束
さ
れ
た
光
栄
あ
る
祝
福
を
授
け
て
く
だ
さ
ら
な
い
と
考
え
た
。
新
約
聖
書
時
代
の
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ユ
ダ
ヤ
教
の
指
導
者
た
ち
は
、
各
々
の
立
場
・
視
点
か
ら
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
何
が
足
ら
な
い
か
を
考
え
、
主
張
し
た
。
例

え
ば
、
パ
リ
サ
イ
人
た
ち
は
、
潔
さ
、
聖
潔
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
祭
司
た
ち
が
神
殿
で
の
礼
拝
で
奉
仕
す
る
に
際
し
て
律

法
が
要
求
す
る
潔
さ
を
日
常
生
活
で
実
践
し
よ
う
と
し
た
。
熱
心
党
（
あ
る
い
は
「
ゼ
ー
ロ
ー
タ
イ
」）
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、

神
が
約
束
し
た
土
地
を
異
教
徒
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
が
大
問
題
で
あ
る
、
と
考
え
、
武
装
蜂
起
す
る

こ
と
こ
そ
が
神
の
御
旨
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
神
の
民
が
武
器
を
持
っ
て
立
ち
上
が
り
、
闘
う
と
き
、
神
は
助
け
て
く
だ
さ
り
、

約
束
を
果
た
し
て
く
だ
さ
る
と
信
じ
、
行
動
し
た
。
大
祭
司
、
祭
司
長
ら
の
属
し
た
サ
ド
カ
イ
人
た
ち
は
、
ロ
ー
マ
の
支
配
者

と
癒
着
し
、
自
己
保
全
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
エ
ッ
セ
ネ
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
（
た
ぶ
ん
死
海
写
本
を
残
し
た
人
々
と
同
じ
）

は
、
神
の
望
む
聖
潔
を
実
践
す
る
べ
く
世
俗
を
離
れ
て
荒
野
で
、
隠
匿
生
活
を
し
て
い
た
。
パ
リ
サ
イ
人
以
上
に
潔
さ
に
熱
心

で
、
旧
約
聖
書
律
法
の
解
釈
に
も
厳
密
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
諸
派
は
基
本
的
に
イ
ス
ラ
エ

ル
の
神
主
に
誠
実
で
、
善
良
な
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
う
い
う
状
況
に
、
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
洗
礼
運

動
、
そ
し
て
イ
エ
ス
の
活
動
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
状
況
に
新
約
聖
書
を
位
置
付
け
る
と
、
よ
り

よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
同
時
に
私
た
ち
の
日
常
生
活
か
ら
新
約
聖
書
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
一
般
論
と
し
て
、

新
約
聖
書
の
歴
史
的
側
面
と
神
学
的
側
面
と
の
緊
張
関
係
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
）
食
事
の
意
義

具
体
的
な
事
柄
を
見
る
と
き
、
必
ず
し
も
緊
張
関
係
を
過
度
に
強
調
し
な
い
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
イ
エ
ス

の
公
の
活
動
の
中
で
重
要
な
行
為
の
ひ
と
つ
は
、
取
税
人
、
罪
人
た
ち
と
食
事
を
一
緒
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
食
い
し
ん
ぼ

う
の
大
酒
飲
み
、
取
税
人
と
罪
人
の
仲
間
」（
マ
タ
イ
一
一
章
一
九
節
／
ル
カ
七
章
三
四
節：

levg
ous

in:
ijdou;

a
[nqrw

p
oı

∑
a
vg
oı

ka
i;
oijnop

ovt
h
ı
,
t
elw

nw
'n

∑
ijloı

ka
i;
a
Jm
a
rt
w
lw

'n.

）
と
陰
口
を
た
た
か
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
イ
エ
ス
の
活
動
の
中
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で
も
目
立
っ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
レ
ビ
（
あ
る
い
は
マ
タ
イ
）
が
弟
子
と
し
て
召
さ
れ
た
際
に
、
宴

会
が
開
か
れ
て
多
く
の
取
税
人
た
ち
と
罪
人
た
ち
が
来
た
こ
と
が
描
か
れ
、
そ
の
際
に
パ
リ
サ
イ
人
ら
が
文
句
を
言
っ
た
と
も

記
さ
れ
て
い
る
（
マ
タ
イ
九
章
一
一
節
／
マ
ル
コ
二
章
一
六
節
／
ル
カ
五
章
三
○
節
）。
当
時
の
敬
虔
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
は
定

期
的
に
断
食
を
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
食
事
に
は
明
確
な
宗
教
的
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
聖
書

で
は
、
食
事
の
交
わ
り
は
、
神
御
自
身
と
の
交
わ
り
で
あ
り
（
出
エ
ジ
プ
ト
二
四
章
九
〜
一
一
節
）、
神
の
御
国
の
象
徴
に
他
な

ら
な
か
っ
た
（
マ
タ
イ
八
章
一
一
節
／
ル
カ
一
三
章
二
九
節
）。
パ
リ
サ
イ
人
、
律
法
学
者
た
ち
は
、
明
ら
か
に
こ
の
点
を
見
逃

さ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
イ
エ
ス
の
行
動
に
大
き
な
疑
念
を
抱
き
、
口
を
挟
ん
だ
。
取
税
人
や
罪
人
た
ち
が
そ
の
ま
ま
で
神

の
御
国
に
入
れ
る
、
し
か
も
パ
リ
サ
イ
人
や
律
法
学
者
た
ち
は
入
れ
な
い
、
と
な
れ
ば
大
き
な
物
議
を
醸
し
出
し
て
当
然
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
行
動
に
は
、
中
風
の
人
が
友
人
た
ち
に
運
ば
れ
て
き
た
際
に
、
彼
ら
の
信
仰
を
見
て
「
あ
な
た
の
罪
は
赦
さ
れ

た
。」
と
宣
言
し
た
出
来
事
（
マ
タ
イ
九
章
二
節
／
マ
ル
コ
二
章
五
節
／
ル
カ
五
章
二
○
節
）
と
類
似
し
た
意
味
が
あ
る
。
そ
の

場
に
居
合
わ
せ
た
律
法
学
者
、
パ
リ
サ
イ
人
ら
が
「
神
お
ひ
と
り
以
外
に
は
誰
が
罪
を
赦
す
こ
と
が
で
き
る
か
。（t

iv ıı

duvna
t
a
i
a
j∑
ievna

i
a
Jm
a
rt
iva
ı

eij
m
h
;
ei||ı

oJ
qeovı

…
）」（
マ
ル
コ
二
章
七
節
／
ル
カ
五
章
二
一
節
）
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。
当

時
、
実
は
祭
司
に
は
罪
を
赦
す
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
律
法
に
基
づ
い
て
、
律
法
の
規
程
通
り
に
罪
の
償
い
と
そ
れ
に
伴

う
い
け
に
え
が
献
げ
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
祭
司
は
罪
が
赦
さ
れ
た
こ
と
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
イ
エ
ス
は
、

そ
う
い
う
律
法
の
規
程
を
度
外
視
し
て
罪
の
赦
し
の
宣
言
を
し
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
神
の
み
で
あ
り
、
も
し
イ
エ
ス
が
神
で
な
い
な
ら
ば
、
否
イ
エ
ス
は
人
間
で
あ
っ
て
神
で

は
な
い
か
ら
、
冒
涜
行
為
を
犯
し
て
い
る
（bla

s
∑
h
m
ei':

）
に
違
い
な
い
と
考
え
た
。
取
税
人
や
罪
人
た
ち
を
宴
会
に
招
い
て
、

一
緒
に
食
事
を
す
る
こ
と
は
、
罪
人
が
罪
人
の
ま
ま
で
神
の
御
国
と
い
う
宴
会
に
招
か
れ
て
い
る
こ
と
をacting

parable

と
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し
て
表
明
し
て
い
た
こ
と
に
な
る潭
。
つ
ま
り
、
一
方
的
な
、
律
法
抜
き
の
罪
の
赦
し
を
イ
エ
ス
は
宣
告
し
て
い
た
訳
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
書
く
と
、
や
は
り
新
約
聖
書
の
時
代
背
景
を
縦
横
に
知
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
知
ら
な
い
よ
り
知
っ
て
い
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
宴
会
も
し
く
は
食
事
の
交
わ
り
に

何
ら
か
の
宗
教
上
の
意
味
合
い
が
見
い
出
さ
れ
る
の
は
聖
書
の
世
界
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
日
本
の
伝
統
的
な
正
月
、
盆
、

夏
祭
、
秋
祭
な
ど
の
過
ご
し
方
を
思
い
浮
か
べ
て
下
さ
れ
ば
、
広
く
宗
教
全
般
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
寡

聞
に
し
て
ど
の
程
度
普
遍
的
で
あ
る
か
は
筆
者
に
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ア
ジ
ア
圏
で
は
相
当
広
く
見
ら
れ
る
現

象
で
あ
る
と
思
う
。
意
外
と
一
般
常
識
も
聖
書
を
読
み
、
解
釈
す
る
上
で
役
に
立
つ
こ
と
も
あ
る
。

食
卓
の
交
わ
り
と
言
う
意
味
で
関
連
す
る
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
二
章
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な

こ
と
が
言
え
る
。
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
二
章
一
一
〜
一
四
節
に
は
、
ア
ン
テ
オ
ケ
で
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
出
来
事

の
詳
細
は
不
明
瞭
で
あ
る
が澂
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
は
、
旧
約
聖
書
律
法
で
の
聖
潔
に
関
す
る
規
程
に
拘
わ
る
こ
と
で
あ

る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
異
邦
人
／
異
教
徒
と
食
事
を
一
緒
に
す
る
場
合
に
起
こ
り
得
る
律
法
違
反
は
い
く
つ
か

あ
る潼
。
先
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
は
律
法
で
い
け
に
え
と
し
て
献
げ
た
り
、
食
べ
た
り
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
動
物
が

あ
る
。
レ
ビ
記
一
一
章
二
〜
二
三
節
と
申
命
記
一
四
章
四
〜
二
○
節
な
ど
で
は
、
食
べ
て
よ
い
生
き
物
と
食
用
が
禁
じ
ら
れ
て

い
る
生
き
物
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
異
邦
人
の
用
意
し
た
食
事
を
食
べ
る
場
合
に
は
、
律
法
で
禁
じ
ら
れ
た
肉

が
調
理
さ
れ
て
供
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
偶
像
に
捧
げ
ら
れ
た
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
間

接
的
な
偶
像
崇
拝
と
な
り
、
忌
み
嫌
う
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
（
使
徒
の
働
き
一
五
章
二
○
、
二
九
節
）
が
、
異
邦
人
／
異
教
徒

が
調
理
し
た
料
理
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
肉
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
。
同
様
に
、
ぶ
ど
う
酒
の
場
合
に
も
、

異
教
徒
た
ち
は
通
常
先
ず
、
神
々
に
注
ぎ
の
供
え
物
と
し
て
捧
げ
て
か
ら
、
客
に
勧
め
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ユ
ダ

ヤ
人
に
と
っ
て
は
間
接
的
偶
像
崇
拝
で
避
け
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
創
世
記
九
章
三
節
で
、
動
物
を
食
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
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以
来
、
血
は
い
の
ち
で
あ
る
の
で
血
の
あ
る
ま
ま
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
（
創
世
記
九
章
四
節
、
レ
ビ
記
三

章
一
七
節
、
七
章
二
六
、
二
七
節
、
使
徒
の
働
き
一
五
章
二
○
、
二
九
節
）。
そ
こ
で
、
所
定
の
仕
方
で
処
理
さ
れ
た
肉
の
み
が

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
食
用
に
適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
脂
肪
も
食
べ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
（
レ
ビ
記
三
章
一
七

節
、
七
章
二
四
、
二
五
節
）。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
基
本
的
に
ユ
ダ
ヤ
人
は
異
邦
人
／
異
教
徒
が
用
意
し
た
料
理
を
食
べ

る
と
、
律
法
に
違
反
す
る
可
能
性
が
高
く
て
、
避
け
た
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
偶
像
崇
拝
を
す
る
異
教
徒

た
ち
は
、
偶
像
で
汚
れ
て
い
る
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
間
で
は
、
異
邦
人
た
ち
に
近
付
く
と
、
異
邦
人
の
地
を
旅
す
る
と
汚

れ
る
と
一
般
的
に
思
わ
れ
て
い
た
。

ア
ン
テ
オ
ケ
の
教
会
内
で
、
上
記
の
よ
う
な
律
法
違
反
が
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
た
だ
、
当
時
の
多
く

の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
間
で
は
、
異
邦
人
た
ち
と
接
触
す
る
機
会
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
な
危
険
が
益
す
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
会
内
で
は
、
ま
だ
一
致
し
た
公
式
見
解
が
必
ず
し
も
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
し

て
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
前
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
習
慣
的
な
観
念
に
無
意
識
の
う
ち
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
十
分
に
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
会
外
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
か
ら
ど
う
見
ら
れ
る
か
を
常

に
意
識
し
て
い
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。
た
と
い
、
こ
び
る
の
で
は
な
く
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
伝
道
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
る

と
、
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
評
判
に
傷
を
つ
け
な
い
配
慮
は
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

具
体
的
に
は
旧
約
聖
書
的
、
ユ
ダ
ヤ
的
思
考
様
式
が
背
後
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
神
に
忌
み
嫌
わ
れ
る
よ
う
な
汚
れ

を
身
に
招
く
ま
い
と
注
意
を
し
た
り
、
宗
教
的
意
味
あ
る
神
聖
な
食
事
の
際
に
異
な
る
宗
教
の
人
々
と
交
わ
る
こ
と
を
避
け
る

こ
と
は
、
宗
教
一
般
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
日
本
の
宗
教
は
八
百
万
の
神
々
の
宗
教
で
あ
り
、
多
神
教
で
あ
る

た
め
、
唯
一
神
信
教
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
／
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
他
宗
教
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
確
か
に
当
時
の
時
代
背
景
は
役
立
つ
情
報
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
た
ち
が
既
に
持
っ
て
い
る
常
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識
、
宗
教
全
般
に
関
す
る
知
識
で
か
な
り
の
程
度
聖
書
の
世
界
に
潜
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
教
全
般
に
あ

る
聖
と
俗
、
あ
る
い
は
聖
と
汚
れ
の
対
比
が
聖
書
の
世
界
に
も
見
ら
れ
、
そ
れ
と
の
対
比
で
イ
エ
ス
の
言
動
が
如
何
に
過
激
な

も
の
で
あ
っ
た
か
想
像
す
る
の
は
決
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
よ
り
具
体
的
に
聖
書
の
世
界
で
は
何
が
汚
れ
で
、
何
が
聖

か
を
知
る
た
め
に
は
、
聖
書
全
体
か
ら
も
基
礎
知
識
は
得
ら
れ
る
。
勿
論
、
正
確
な
知
識
は
、
聖
書
外
の
ユ
ダ
ヤ
教
文
献
や
専

門
家
の
研
究
に
頼
る
必
要
が
あ
る
が
、
私
た
ち
の
常
識
と
手
許
に
あ
る
聖
書
を
駆
使
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
理
解
に
達
す
る
こ

と
は
可
能
と
言
え
る
。

（
二
）
家
族

使
徒
の
働
き
一
六
章
三
一
節
に
『
主
イ
エ
ス
を
信
じ
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
も
あ
な
た
の
家
族
も
救
わ
れ
ま
す
。

（p
ivs
t
eus

on
ejp

i;
t
o;n

kuvrion
∆Ih

s
ou'n

ka
i;
s
w
qh
vs
h
/
s
u;

ka
i;
oJ

oi\kovı
s
ou.

）』
と
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

余
り
に
も
有
名
で
印
象
深
い
言
葉
で
あ
る
の
で
、
こ
の
言
葉
は
、
し
ば
し
ば
教
会
の
週
報
と
か
月
報
な
ど
に
単
独
で
書
か
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
当
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
前
後
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
単
独
で
読
む
際
に
、
も
し
私
（
／
あ
な
た
）
が
主
イ

エ
ス
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
自
動
的
に
あ
な
た
だ
け
で
は
な
く
、
あ
な
た
の
家
族
も
救
わ
れ
る
と
約
束
さ
れ
て
い
る
と
誤
解
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
箇
所
を
そ
の
よ
う
に
読
み
、
そ
う
信
じ
て
家
族
の
救
い
の
た
め
に
祈
る
人
に
出
会
っ
た
こ
と
は
再
三

あ
る
。
そ
う
い
う
方
々
の
祈
り
に
、
憐
れ
み
深
い
神
さ
ま
は
、
真
実
に
お
答
え
く
だ
さ
る
と
私
個
人
は
信
じ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ

の
言
葉
を
し
っ
か
り
握
っ
て
、
家
族
の
救
い
を
確
信
し
て
祈
る
際
に
、
神
さ
ま
は
家
族
を
顧
み
て
ひ
と
り
ふ
た
り
と
キ
リ
ス
ト

を
信
じ
る
信
仰
へ
と
確
実
に
導
い
て
く
だ
さ
る
様
子
も
見
て
き
た
。
し
か
し
、
使
徒
の
働
き
一
六
章
三
一
節
を
当
時
の
状
況
に

即
し
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
少
々
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
ず
、
引
用
し
た
パ
ウ
ロ
の
言
葉
は
ギ
リ
シ
ャ

語
の
原
文
で
は
、
直
訳
す
る
と
「（
あ
な
た
は
）
主
イ
エ
ス
を
信
じ
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
は
救
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
あ
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な
た
の
家
族
も
。（p

ivs
t
eus

on
ejp

i;
t
o;n

kuvrion
∆Ih

s
ou'n

ka
i;
s
w
qh
vs
h
/
s
u;
ka

i;
oJ
oi\kovı

s
ou.

）」
と
な
っ
て
い
る
。
焦
点

は
、
あ
な
た
が
主
イ
エ
ス
を
信
じ
る
と
、
あ
な
た
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
先
ず
あ
る
。
そ
の
上
で
、
あ
な
た
の
家
族
に
つ
い
て
も

同
様
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
省
略
さ
れ
た
部
分
を
補
う
と
す
る
と
、「
そ
し
て
、
あ
な
た
の
家
族
も
信
じ
れ

ば
、
あ
な
た
の
家
族
も
救
わ
れ
る
。」
と
な
る
。

さ
ら
に
当
時
の
社
会
制
度
と
し
て
の
家
族
制
度
の
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
当
時
の
家
族
制
度
で
は
、
家
族
は
大
世
帯

で
あ
っ
た
。
夫
婦
と
子
供
の
み
な
ら
ず
、
祖
父
母
、
叔
父
叔
母
、
兄
弟
の
家
族
、
さ
ら
に
は
召
し
使
い
な
ど
の
使
用
人
、
奴
隷

も
一
家
族
の
一
員
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
言
で
言
う
と
、
家
長
の
宗
教
が
家
族
の
宗
教
と
な
っ
た潘
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、

個
人
主
義
の
現
代
の
キ
リ
ス
ト
者
に
は
承
知
し
難
く
聞
こ
え
る
が
、
歴
史
的
に
は
正
し
い
描
写
で
あ
る
。
事
実
ピ
リ
ピ
の
看
守

は
、
こ
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
、
そ
し
て
彼
と
彼
の
家
族
は
全
員
で
（oiJ

a
ujt
ou'

p
a
vnt
eı

「
彼
に

属
す
る
者
全
員
」）
バ
プ
テ
ス
マ
を
授
か
っ
て
い
る
（
使
徒
の
働
き
一
六
章
三
三
節
、
三
四
節
に
は

p
a
noikeiv

）澎
。
看
守
の
家

族
構
成
ま
で
は
使
徒
の
働
き
の
本
文
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
看
守
が
家
長
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
疑
似
家
族
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
帝
国
全
体
に
関
し
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
ひ
と
た
び
皇
帝
が
キ

リ
ス
ト
教
に
回
心
す
る
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
帝
国
の
宗
教
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
上
記
の
よ
う
に
大
き
く
分
け
て
二
通
り
の
読
み
方
が
可
能
で
あ

る
が
、
ど
ち
ら
が
よ
り
良
い
読
み
方
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
時
代
背
景
に
即
し
て
読
む
場
合
、
当
時
の
人
々
の
意
識
し
た
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
再
現
し
易
く
な
る
。
し
か
し
、
同
時
に
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
私
た
ち
現
代
人
か
ら
遠
ざ
け
る
結
果
に
な
る
。
家
族
制
度

が
異
な
る
現
代
に
は
余
り
意
味
が
な
い
言
葉
と
な
っ
て
し
ま
う
。
個
人
主
義
の
現
代
に
は
、
た
い
し
た
意
味
が
な
い
言
葉
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
、
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
（
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
）
自
ら
の
状
況
に
引
き
寄
せ
て
読
み
、
自
分
が
キ

リ
ス
ト
を
信
じ
た
以
上
、
家
族
も
救
わ
れ
る
と
こ
こ
に
約
束
さ
れ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
結
構
な
こ
と
だ
と
思
う
。
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そ
し
て
、
時
代
背
景
に
即
し
た
読
み
方
と
そ
れ
ほ
ど
懸
け
離
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
い
つ
も
そ
の
よ
う
に
読
む

と
な
る
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
根
拠
に
し
て
人
を
教
え
た
り
、
説
教
の
準
備
を
し
た
り
す
る
と
、
大
胆
な
賭
け

を
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

（
三
）「
話
し
言
葉
」（
？
）
と
し
て
の
新
約
聖
書

余
り
注
目
さ
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
聖
書
の
世
界
は
ま
だ
ま
だ
話
し
言
葉
が
中
心
の
時
代
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
聖
書
は

書
か
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
、
イ
エ
ス
の
た
と
え
ば
な
し
は
、
日
常
生
活
に
題
材
を
得
た
当
時
の
一
般
民
衆
に
よ
く

わ
か
る
よ
う
に
深
い
霊
的
な
真
理
を
説
き
明
か
し
、
聴
衆
の
耳
に
残
る
こ
と
を
目
的
に
語
ら
れ
た
話
で
あ
っ
た
。
パ
ウ
ロ
ら
の

手
紙
は
、
も
と
も
と
口
述
筆
記
さ
れ
、
宛
先
の
教
会
で
は
礼
拝
中
ま
た
は
礼
拝
後
に
会
衆
の
前
で
朗
読
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

書
き
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
何
度
も
後
に
読
み
返
す
こ
と
は
出
来
た
。
そ
し
て
、
個
々
の
箇
所
の
パ
ウ
ロ
の
議
論
に
つ

い
て
様
々
な
角
度
か
ら
議
論
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
し
か
し
、
章
節
の
区
切
り
も
な
く
、
単
語
と
単
語
の
区
切
り
も
全
く
な
い

手
紙
は
、
基
本
的
に
は
当
初
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
通
り
に
読
み
通
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、
読
み
通
し
て
少
な
く
と

も
聴
衆
に
は
書
き
手
が
当
初
伝
達
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
必
要
が
あ
れ

ば
、
説
明
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
使
者
と
し
て
手
紙
を
宛
先
に
届
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
手
紙
が
あ
く
ま
で
も

口
頭
に
よ
る
意
志
伝
達
の
代
用
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る澑
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
当
時
の
手
紙
に
は
演
説
の
要

素
が
あ
り
、
書
簡
研
究
で
「
修
辞
（
学
）
批
評
」
を
行
な
う
正
当
性
も
、
こ
こ
に
あ
る
。

パ
ウ
ロ
の
手
紙
は
あ
る
意
味
で
は
想
像
以
上
に
理
解
が
容
易
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
最
低
限
パ
ウ

ロ
が
伝
達
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
は
比
較
的
理
解
が
容
易
な
内
容
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る濂
。
私
た
ち
が
聖
書
、

と
り
わ
け
聖
書
の
中
の
手
紙
を
読
む
際
に
必
要
以
上
に
厳
密
な
意
味
の
詳
細
に
つ
い
て
問
い
た
だ
す
の
は
不
適
切
な
の
か
も
し
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れ
な
い
。
も
う
少
し
表
現
を
変
え
る
な
ら
ば
、
パ
ウ
ロ
が
聴
衆
に
取
り
あ
え
ず
伝
達
し
た
い
事
柄
と
そ
の
根
底
に
あ
る
パ
ウ
ロ

の
体
系
的
な
神
学
・
思
想
と
を
便
宜
的
に
区
別
す
る
こ
と
を
意
味
す
る潦
。
勿
論
便
宜
的
な
区
別
で
あ
る
の
で
、
両
者
間
に
調
和

し
が
た
い
相
違
、
矛
盾
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
で
、
時
折
混
同
さ
れ
が
ち
な
事

柄
が
よ
り
明
瞭
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

(

ｉ)

「
信
仰
の
原
理
」
か
「
信
仰
の
律
法
」
か

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
三
章
二
七
節
は
、
新
改
訳
聖
書
で
は
「
そ
れ
で
は
私
た
ち
の
誇
り
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
す
で
に
取
り
除
か
れ
ま
し
た
。
ど
う
い
う
原
理
に
よ
っ
て
で
し
ょ
う
か
。
行
な
い
の
原
理
に
よ
っ
て
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

で
は
な
く
、
信
仰
の
原
理
に
よ
っ
て
で
す
。」
三
回
「
原
理
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は

novm
oı

で
、
通
常
は
律
法
と
い
う
訳
語
が
充
て
ら
る
単
語
で
あ
る
。
伝
統
的
に
多
く
の
翻
訳
聖
書
で
こ
の
箇
所
のnovm

oı

は
「
原
理
」

「
法
則
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
き
た澳
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
名
詞novm

oı

の
意
味
と
し
て
は
珍
し
く
な
い
意
味
で
あ

る澣
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
四
年
のG

erhard
F
riedrich

の
論
文澡
以
来
、
こ
の
よ
う
なnovm

oı

の
用
例
も
「
律
法
／
ト
ー
ラ
ー

（
み
お
し
え
）」
と
訳
す
解
釈
が
徐
々
に
一
般
的
に
な
っ
て
き
た澤
。
確
か
に
「
行
な
い
の
原
理
」、「
信
仰
の
原
理
」
に
比
べ
て
、

「
行
な
い
の
律
法
（
ト
ー
ラ
ー
）」「
信
仰
の
律
法
（
ト
ー
ラ
ー
）」
は
少
々
分
か
り
に
く
い
。
実
際
、
多
く
の
注
解
者
、
学
者
た

ち
は
様
々
な
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
信
仰
の
義
を
証
す
る
律
法
」
（’d

as
G

esetz,
d

as
d

ie

G
laubensgerechtigkeit

bezeugt’
[F

riedrich]

）、「
人
々
を
信
仰
に
招
く
と
適
切
に
理
解
で
き
る
神
の
律
法
」(‘…

G
od’s

law
[i.e.the

law
of

the
O

T
]…

properly
understood

as
sum

m
oning

m
en

to
faith’[C

ranfield]),

「
信
仰
に
関
係
づ

け
ら
れ
た
律
法
」(‘dem

G
lauben

zuordnetes
G

esetz’[W
ilckens]),

「
主
に
信
仰
の
視
点
か
ら
見
、
義
を
真
に
仲
介
す
る

信
仰
を
証
し
す
る
旧
約
聖
書
律
法
」‘the

O
T

law
’‘view

ed
prim

arily
from

the
perspective

of
the

faith
to

w
hich

it
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bears
w

itness,
a

faith
that

truly
m

ediates
righteousness’

[R
hyne]),

「
信
仰
と
い
う
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
律
法
」

(‘the
law

understood
in

term
s

offaith’[D
unn]),

「p
ivs
t
iı

の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
経
て
解
釈
さ
れ
る
ト
ー
ラ
ー
、
信
仰
の
目

を
通
し
て
読
ま
れ
る
律
法
」(‘

“Torah
construed

through
the

herm
eneutical

filter
of

p
ivs
t
iı
,”

the
L

aw
as

read

through
the

eyes
of

faith’
[H

ays]),

「
正
し
く
理
解
さ
れ
た
律
法
、
そ
れ
は
信
仰
に
よ
る
義
を
教
え
る
律
法
」‘the

law

rightly
understood’,

w
hich

is
‘a

law
that

teaches
righteousness

by
faith

[S
chreiner]),

「
信
仰
を
扱
う
律
法
」

(‘ein
G

esetz,das
vom

G
lauben

handelt’[B
ergm

eier])

。「
律
法
」
と
解
釈
す
る
学
者
の
間
に
は
様
々
な
解
釈
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
個
人
的
に
は
、
四
章
で
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
を
め
ぐ
る
パ
ウ
ロ
の
議
論
と
無
関
係
に
解
釈
す
る
べ
き
で
は
な

い
と
思
う
。
創
世
記
一
五
章
七
節
な
ど
が
「
信
仰
の
律
法
」
の
筆
頭
に
挙
が
る
箇
所
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
解
釈
の
是
非
は
と
も

か
く
と
し
て
、
「
律
法
」
と
解
釈
す
る
か
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
「
原
理
」、「
原
則
」
と
解
釈
す
る
か
で
、
か
な
り
パ
ウ

ロ
の
律
法
理
解
、
律
法
に
対
す
る
姿
勢
は
異
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
二
者
択
一
で
は
な
く
、
両
者
を
調
和
す
る
こ

と
が
先
に
触
れ
た
当
時
の
手
紙
の
読
み
方
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

パ
ウ
ロ
か
ら
ロ
ー
マ
教
会
宛
の
手
紙
が
ロ
ー
マ
教
会
で
朗
読
さ
れ
た
際
に
、
少
な
く
と
も
当
初
は
、
伝
統
的
な
解
釈
に
近
い

意
味
で
ロ
ー
マ
教
会
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
理
解
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
信
仰
の
原
理
／
法
則
」、「
行
な
い
の
原

理
／
原
則
」
と
。
想
像
す
る
に
、
た
ぶ
ん
パ
ウ
ロ
自
身
も
そ
う
読
ま
れ
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
パ
ウ
ロ
が
取
り
あ
え
ず
ロ
ー
マ
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
伝
え
た
い
意
図
は
、
そ
れ
で
十
分
に
伝
わ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
何
度
か
パ
ウ
ロ
の
手
紙
が
読
み
返
さ
れ
、
詳
細
に
手
紙
を
調
べ
、
研
究
す
る
者
が
現
わ
れ
る
と
事
情
は
少
々
違

っ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
全
体
か
ら
、
と
り
わ
け
パ
ウ
ロ
の
律
法
理
解
、
律
法
に
対
す
る
姿
勢
を
加
味

し
て
、
さ
ら
に
は
パ
ウ
ロ
神
学
全
体
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
全
体
に
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
三
章
二
七
節
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る

と
、「
信
仰
の
律
法
／
ト
ー
ラ
ー
」、「
行
な
い
の
律
法
／
ト
ー
ラ
ー
」
と
い
う
意
味
（
よ
り
厳
密
に
そ
う
い
う
表
現
が
何
を
意
味
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す
る
か
は
さ
て
置
き
）
も
十
分
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
で
は
、
二
つ
の
解
釈
は
全
く
別
も
の
で
、
歩
み
寄
る
余
地
の
な
い
解

釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
当
初
朗
読
さ
れ
て
伝
わ
る
意
味
と
よ
り
体
系
的
な
解
釈
と
が
異
な
る
と
は
し
て
も
、
何

ら
か
の
接
点
な
り
、
調
和
が
な
い
と
著
者
の
意
図
と
は
懸
け
離
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。「
信
仰
の
律
法
／
ト
ー
ラ
ー
」
の
「
の
」

が
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
つ
い
て
」「
関
し
て
」
と
言
う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
信
仰
に
つ
い
て
の
律
法
／
ト
ー

ラ
ー
と
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
伝
統
的
な
解
釈
と
組
み
合
わ
せ
て
、「
信
仰
の
律
法
／
ト
ー
ラ
ー
」
に
見
ら
れ
る
「
信
仰
の
原

理
／
法
則
」、「
行
な
い
の
律
法
／
ト
ー
ラ
ー
」
に
見
ら
れ
る
「
行
な
い
の
原
理
／
法
則
」
と
い
う
の
が
当
該
表
現
の
よ
り
完
璧

な
意
味
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(

衫)

「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
み
な
救
わ
れ
る
」
迴

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一
一
章
二
六
節
の
「
こ
う
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
み
な
救
わ
れ
る
（k

a
i;

o
u{t

w
ı

p
a
'ı

∆Is
ra

h
;l

s
w
qh
vs
et
a
i

」
も
解
釈
の
分
か
れ
る
難
解
な
箇
所
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
「
話
し
言
葉
」
と
い
う
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
と
解
釈
の
糸
口
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。C

.E
.B
.C
ranfield

は
、p

a
'ı

∆Is
ra
h
vl

の
解
釈
と
し
て
鴣
ユ

ダ
ヤ
人
と
異
邦
人
両
方
か
ら
の
選
ば
れ
た
者
す
べ
て
（
別
の
表
現
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
会
」）、
鴟
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
う
ち
の

選
ば
れ
た
者
す
べ
て
、
鵄
個
々
人
す
べ
て
を
含
む
イ
ス
ラ
エ
ル
全
体
、
鴕
必
ず
し
も
個
々
人
す
べ
て
を
含
ま
な
い
が
、
イ
ス
ラ

エ
ル
の
民
全
体
の
こ
と
を
列
挙
し
て
い
る澹
。
鴣
の
解
釈
は
、
宗
教
改
革
者
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
初
め
一
般
的
な
解
釈
で
あ
っ

た
が
、
近
年
の
支
持
者
はN

.T
.W
right

濆
ぐ
ら
い
で
余
り
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
例
外
的
見
解
と
し
て
、R

.H
.B
ell

は
鵄
を
支

持
し
て
い
る澪
。
近
年
は
鴕
の
解
釈
が
一
番
支
持
さ
れ
る
解
釈
で
あ
る
。J.G

.D
.D
unn

な
ど
は
解
釈
鴕
を
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
さ

え
呼
ん
で
い
る濟
。
鴕
の
解
釈
は
様
々
な
理
由
で
支
持
さ
れ
て
い
る濕
。

以
前
一
般
的
で
あ
っ
た
解
釈
鴣
は
、
パ
ウ
ロ
の
用
例
か
ら
、
先
ず
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ウ
ロ
は
明
ら
か
に
「
ユ
ダ
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ヤ
人
（∆Iouda

i'oi

）」
と
「
イ
ス
ラ
エ
ル
（∆Is

ra
h
vl

）」
と
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る濬
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
に
限
っ
て
用
例
を

見
比
べ
る
と
、
前
者
は
一
章
一
六
節
、
二
章
九
、
一
○
、
一
七
、
二
八
節
、
三
章
一
、
九
、
二
九
節
、
九
章
二
四
節
、
七
章
一

二
節
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
後
者
は
九
章
六
、
二
四
、
二
七
、
三
一
節
、
一
○
章
一
九
、
二
一
節
、
一
一
章
二
、
七
、
二
五
、

二
六
節
に
見
ら
れ
る濔
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
の
前
半
部
分
で
、
す
べ
て
の
人
が
神
の
御
前
で
は
罪
人
で
あ
る
と
言
う
際
は
、
パ

ウ
ロ
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ャ
人
（
異
邦
人
）
も
」
と
表
現
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
九
章
か
ら
一
一
章
で
パ
ウ
ロ
が
神
の

真
実
を
話
題
に
す
る
と
き
に
は
、
あ
く
ま
で
も
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
の
救
い
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
自
ら
の
こ
と
も
「
ユ
ダ

ヤ
人
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
、
ベ
ニ
ヤ
ミ
ン
部
族
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
、
の
出
」（
一
一
・
一
）濘
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
同
じ
民
族
を
指
し
て
い
る
に
は
相
違
な
い
が
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
（
人
）」
の
方
が
「
ユ
ダ
ヤ

人
」
よ
り
も
、
神
の
約
束
の
民
で
あ
る
こ
と
に
強
調
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
パ
ウ
ロ
の
用
例
で
は
、「
神
の
イ
ス
ラ
エ
ル
（t

o;n

∆Is
ra
h
;l

t
ou'

qeou'

）」（
ガ
ラ
テ
ヤ
六
・
一
六
）
が
唯
一
例
外
的
に
、
異
邦
人
キ
リ
ス
ト
者
を
も
含
む
神
の
教
会
と
解
釈
さ
れ

る濱
。
こ
の
箇
所
を
除
く
と
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
（∆Is

ra
h
vl

）」
と
い
う
表
現
で
民
族
的
に
イ
ス
ラ
エ
ル
で
な
い
者
を
も
含
む
用
例

は
、
パ
ウ
ロ
書
簡
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

解
釈
の
鴟
は
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
改
め
て
反
復
し
て
い
る
だ
け
に
な
る
。「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
み
な
」
が
、
一
一
章

の
冒
頭
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
残
り
の
者
（lei'm

m
a

ka
t
∆
ejklog

h
;n
c
a
vrit

oı

）」
と
同
じ
も
の
を
指
す
。
異
邦
人
に
福
音

宣
教
し
て
救
い
に
導
い
て
、
同
胞
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
ね
た
み
を
起
こ
さ
せ
て
何
と
か
ひ
と
り
で
も
多
く
救
い
た
い
と
パ
ウ
ロ
が

論
じ
て
い
る
後
に
「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
み
な
救
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
以
上
は
、
一
一
章
冒
頭
で
触
れ
た
「
残
り
の
者
」
み
な

が
救
わ
れ
る
と
言
う
の
で
は
、「
奥
義
（t

o;
m
us

t
h
vrion

）」
と
は
考
え
難
い
。
そ
し
て
、
パ
ウ
ロ
の
関
心
事
は
、
神
が
民
族
と

し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
を
退
け
た
か
、
受
け
入
れ
た
か
に
他
な
ら
な
い
。
神
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
先
祖
達
に
約
束
し
た
約
束
に
忠
実

で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
不
忠
実
で
あ
る
か
、
が
大
問
題
で
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
を
構
成
す
る
個
々
人
全
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員
を
問
題
と
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
と
い
う
訳
で
結
局
、
解
釈
の
鴕
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
解
釈
の
鴕
を
採
用
す
る
と
、
パ
ウ
ロ
の
議
論
に
は
矛
盾
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る濮
。
九
章
の
冒
頭
で
、
イ
ス

ラ
エ
ル
か
ら
出
た
者
が
皆
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
な
い
、
と
論
じ
た
こ
と
が
結
論
部
分
の
一
一
章
後
半
で
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
文
献
に
、
し
ば
し
ば
見
い
出
さ
れ
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
う
ち
の
イ
ス
ラ
エ
ル
」

と
言
う
概
念
を
十
分
考
慮
し
て
い
な
い
。
先
に
触
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
内
の
諸
派
は
、
各
々
の
理
想
と
す
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
を
体

現
し
よ
う
と
試
み
た
。
顕
著
な
の
は
、
死
海
写
本
を
残
し
た
ク
ム
ラ
ン
の
共
同
体
で
あ
る
。
明
ら
か
に
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
こ

そ
真
の
イ
ス
ラ
エ
ル
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
う
ち
の
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
理
解
し
て
い
た
。
律
法
の
真
の
意
味
は
、「
義
の
教
師
」
を

通
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
主
か
ら
特
別
に
教
え
ら
れ
、
厳
格
に
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
が
構
成
員
に
は
求
め
ら
れ
た
。
当
然
、

部
外
者
に
漏
洩
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
パ
ウ
ロ
が
「
イ
ス
ラ
エ
ル
は
み
な
（p

a
'ı

∆Is
ra
h
vl

）」
と
言
う
と
き
、
必
ず

し
も
、
民
族
的
な
イ
ス
ラ
エ
ル
全
体
の
こ
と
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
上
記
の
解
釈
鴟
も
十
分
に

可
能
な
意
味
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
気
に
朗
読
さ
れ
た
と
す
る
と
、
一
一
章
二

六
節
を
聞
く
上
で
、
九
章
の
冒
頭
で
の
議
論
と
切
り
離
し
て
理
解
す
る
の
は
、
困
難
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
残
り
の
者
」
よ
り
は
、
少
々
人
数
的
に
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
全
体
で
は
な
く
、「
イ
ス
ラ

エ
ル
の
う
ち
の
イ
ス
ラ
エ
ル
」
す
べ
て
が
救
わ
れ
る
、
と
パ
ウ
ロ
は
論
じ
て
い
る
、
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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結
び〜

エ
マ
オ
の
途
上
で
〜

最
後
に
、
ル
カ
福
音
書
二
四
章
の
エ
マ
オ
の
途
上
で
の
よ
み
が
え
っ
た
イ
エ
ス
と
ふ
た
り
の
弟
子
と
の
や
り
と
り
を
手
短
に

見
て
み
た
い
。
様
々
な
視
点
か
ら
エ
マ
オ
の
途
上
で
の
出
会
い
と
会
話
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
聖
書

解
釈
と
関
連
す
る
こ
と
に
限
り
た
い
。
イ
エ
ス
の
十
字
架
刑
を
目
の
当
た
り
に
し
て
意
気
消
沈
し
て
い
て
エ
マ
オ
に
向
か
う
二

人
の
弟
子
に
よ
み
が
え
っ
た
イ
エ
ス
が
現
わ
れ
る
が
、
御
自
身
を
示
し
て
、
ほ
ら
ま
だ
生
き
て
い
る
、
否
よ
み
が
え
っ
た
、
と

は
言
わ
な
い
で
、「
イ
エ
ス
は
、
モ
ー
セ
お
よ
び
す
べ
て
の
預
言
者
か
ら
始
め
て
、
聖
書
全
体
の
中
で
、
ご
自
分
に
つ
い
て
書
か

れ
て
あ
る
事
が
ら
を
彼
ら
に
説
き
明
か
さ
れ
た
。（ka

i;
a
jrxa

vm
enoı

a
jp
o;

M
w
u>s

evw
ı

ka
i;
a
jp
o;

p
a
vnt
w
n

t
w
'n

p
ro∑

h
t
w
'n

dierm
h
vneus

en
a
ujt
oi'ı

ejn
p
a
vs
a
iı

t
a
i'ı

g
ra
∑
a
i'ı

t
a
;
p
eri;

eJa
ut
ou'.

）」（
ル
カ
二
四
・
二
七
）
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
の
十
字

架
と
復
活
の
意
義
が
（
旧
約
）
聖
書
の
枠
組
み
で
初
め
て
正
し
く
解
釈
で
き
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
コ
リ
ン

ト
人
へ
の
手
紙
第
一
・
一
五
章
で
「
最
も
た
い
せ
つ
な
こ
と
」
で
あ
る
福
音
の
核
心
を
語
る
際
に
、「
キ
リ
ス
ト
は
、
聖
書
の
示

す
と
お
り
に
（ka

t
a
;
t
a
'ı

g
ra

∑
a
vı

）、
私
た
ち
の
罪
の
た
め
に
死
な
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
葬
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
聖
書
に
従

っ
て
（ka

t
a
;
t
a
;ı

g
ra
∑
a
vı

）
三
日
目
に
よ
み
が
え
ら
れ
た
こ
と
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
聖
書
の
示
す
と
お
り
に
」、「
聖

書
に
従
っ
て
」
と
は
ギ
リ
シ
ャ
語
でka

t
a
;t

a
;ı

g
ra
∑
a
vı

と
は
、（
旧
約
）
聖
書
の
預
言
の
成
就
と
言
う
意
味
で
は
な
く
、（
旧

約
）
聖
書
全
体
の
文
脈
に
照
ら
し
て
初
め
て
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
の
真
の
意
味
が
わ
か
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る濛
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
エ
マ
オ
の
宿
で
食
事
を
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
二
人
の
弟
子
た
ち
の
前
か
ら
イ
エ
ス
が
消
え
て
し
ま
い
、

や
っ
と
一
緒
に
い
た
旅
人
が
実
は
イ
エ
ス
だ
と
気
が
付
い
た
と
き
に
、「
道
々
お
話
し
に
な
っ
て
い
る
間
も
、
聖
書
を
説
明
し
て

く
だ
さ
っ
た
間
も
、
私
た
ち
の
心
は
う
ち
に
燃
え
て
い
た
で
は
な
い
か
。（oujc

i;
h
J
ka

rdiva
h
Jm
w
'n

ka
iom

evnh
h
\n

ªejn
h
Jm
i'nº
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w
Jı

ejla
vlei

h
Jm
i'n

ejn
t
h
/'
oJdw

/',
w
Jı

dih
vnoig

en
h
Jm
i'n

t
a
;ı

g
ra
∑
a
vı
…

）」
と
語
っ
て
い
る
。
聖
書
の
真
の
意
味
が
説
き
明
か
さ

れ
る
と
き
、
私
た
ち
の
心
は
燃
や
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
真
の
意
味
が
説
き
明
か
さ
れ
る
際
に
は
、
私
た
ち
の
心
が
燃
や
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
神
学
用
語
を
用
い
れ
ば
、
聖
霊
の
照
明
の
こ
と
で
あ
る
。
聖
書
の
記
者
に
御
霊
が
働
き
か
け
て
（
霊
感
）
執

筆
さ
れ
た
聖
書
を
読
み
、
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
御
霊
が
読
者
を
導
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
点
は
、
私
た
ち
が
聖
書
を
読
み
、
解
釈
す
る
こ
と
に
関
し
て
重
要
な
示
唆
を
提
示
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
も
パ
ウ

ロ
も
、
聖
書
こ
そ
が
イ
エ
ス
の
十
字
架
、
復
活
を
理
解
す
る
関
係
枠
、
解
釈
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
類
比
的
に
私
た
ち
自
身
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
勿
論
、（
旧
約
）
聖
書
全
体
で
イ
エ
ス
の
こ
と
、
と
り
わ

け
十
字
架
、
復
活
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
は
、
私
た
ち
自
身
に
つ
い
て
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
聖
書
を
関
係
枠
な
り
、
解
釈
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
十
字
架
と
復
活
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
と
同
様
に
、
私
た
ち
は
自

ら
を
聖
書
の
光
に
照
ら
し
て
自
己
理
解
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
エ
マ
オ
の
途
上
で
の
イ
エ
ス
の
説
き
明
か
し
と

パ
ウ
ロ
の
言
う
「
聖
書
に
従
っ
て
」
こ
そ
が
デ
ヴ
ォ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
聖
書
解
釈
の
根
拠
に
他
な
ら
な
い
。
聖
書
の
枠
組
み
の
中

に
自
ら
を
置
く
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
易
に
聖
書
を
読
み
込
む
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
聖
書
の
権
威
の
下

に
自
ら
を
置
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
書
を
読
む
際
に
、
聖
書
の
世
界
を
踏
ま
え
て
、
歴
史
的
意
味
を
で
き
る
限
り
正

確
に
把
握
す
る
こ
と
が
勿
論
、
望
ま
し
い
。
当
時
の
文
化
、
社
会
に
根
ざ
し
て
個
々
の
聖
書
箇
所
を
釈
義
す
る
こ
と
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
説
教
者
に
と
っ
て
、
聖
書
記
者
た
ち
が
意
図
し
た
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
（
釈
義
）

が
第
一
歩
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
釈
義
を
し
た
上
で
、
現
代
の
私
た
ち
に
、
説
教
者
が
語
る
会
衆
の
必
要

に
適
う
よ
う
に
語
る
必
要
が
あ
る
。
聖
書
の
光
に
照
ら
し
て
会
衆
の
必
要
を
的
確
に
見
抜
い
て
、
主
が
何
を
語
ろ
う
と
し
て
お

ら
れ
る
か
、
語
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
を
聖
霊
の
導
き
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
さ
に
イ
エ
ス
が
エ
マ
オ
の

途
上
で
ふ
た
り
の
弟
子
た
ち
に
し
て
い
た
こ
と
こ
そ
が
、
聖
書
を
単
な
る
古
代
の
書
物
で
は
な
く
、
現
代
の
私
た
ち
に
語
り
か

19



け
る
神
の
み
こ
と
ば
と
し
て
読
み
、
解
釈
し
、
語
る
モ
デ
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

漓
そ
う
い
う
意
味
で
は
神
の
み
こ
と
ば
で
あ
る
聖
書
も
人
間
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
が
神
で
あ
り
、
同
時
に
人
間
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
聖
書
も
神
の
み
こ
と
ば
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
の
言
葉

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

滷
聖
書
、
そ
し
て
新
約
聖
書
の
究
極
の
著
者
で
あ
る
神
の
ご
計
画
が
背
後
に
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
意
図
は
な
い
。

澆A
.

C
.

T
hiselton,

N
ew

H
orizons

in
H

erm
eneutics:

T
he

T
heory

and
Practice

of
T

ransform
ing

B
iblical

R
eading

(G
rand

R
apids:Zondervans,1992),179–85

参
照
の
こ
と
。

潺
聖
書
は
誤
り
な
い
神
の
み
こ
と
ば
で
、
信
仰
と
生
活
の
全
領
域
の
規
範
で
あ
る
と
告
白
す
る
福
音
派
に
と
っ
て
も
勿
論
不
可

欠
で
あ
る
。

潸
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
ル
タ
ー
の
人
間
論
、
と
り
わ
け
罪
と
恵
み
の
教
理
に
同
意
し
て
い
な
か
っ
た
。
尚
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
ギ
リ

シ
ャ
語
の
新
約
聖
書
を
校
訂
、
印
刷
、
出
版
を
手
掛
け
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。

澁
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
大
教
皇
の
「
四
つ
の
意
味
」（
字
義
通
り
の
意
味
、
寓
喩
的
意
味
、
道
徳
的
意
味
、
神
秘
的
意
味
）
は
余
り
に

も
有
名
で
あ
る
。H

enri
de

L
ubac,

trans.
by

M
ark

S
ebanc

M
edieval

E
xegesis:

T
he

Four
Senses

of
Scripture

(G
rand

R
apids:E

erdm
ans,1998)

等
参
照
の
こ
と
。

澀
表
現
は
ル
タ
ー
と
は
異
な
る
が
、
も
う
一
人
の
偉
大
な
宗
教
改
革
者
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
「
聖
書
の
明
晰
性
」
を
前
提

に
し
て
い
た
。『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
第
一
巻
六
章
一
節
、
八
章
一
節
な
ど
参
照
の
こ
と
。

潯
あ
る
意
味
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
文
学
批
評
、
聖
書
解
釈
学
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
相
違
が
意
味
に
多
大
な
影

20



響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

潛
例
え
ば
、
パ
ウ
ロ
の
ロ
ー
マ
教
会
宛
の
手
紙
は
、
当
時
の
ロ
ー
マ
教
会
の
状
況
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
か

に
よ
っ
て
、
随
分
と
解
釈
は
変
わ
り
得
る
。M

ark
D
.N
anos

は
当
時
の
ロ
ー
マ
教
会
は
、
ま
だ
ユ
ダ
ヤ
教
の
会
堂
（
シ
ナ

ゴ
グ
）
の
枠
組
み
の
中
に
留
ま
っ
て
い
た
、
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、「
信
仰
の
従
順
」
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人

と
交
わ
る
際
に
、
異
邦
人
に
最
低
限
要
求
さ
れ
た
「
使
徒
教
令
」（
使
徒
一
五
章
）
の
よ
う
な
も
の
で
、
異
邦
人
キ
リ
ス
ト
者

が
守
る
べ
き
も
の
で
、
一
三
章
で
パ
ウ
ロ
が
ロ
ー
マ
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
従
う
よ
う
に
求
め
て
い
る
「
上
に
あ
る
権
威
」

と
は
実
は
ユ
ダ
ヤ
教
（
会
堂
）
の
指
導
者
の
権
威
の
こ
と
で
あ
り
、
一
四
章
の
「
信
仰
の
弱
い
者
」
は
、
キ
リ
ス
ト
を
ま
だ

信
じ
て
い
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（T

he
M

ystery
of

R
om

ans:
T

he
Jew

ish
C

ontext
of

Paul’s
Letter

[M
inneapolis:

F
ortress,

1996]
）。
筆
者
は
、
こ
の
解
釈
に
同
意
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
をN

anos

の
提
唱
す
る
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
付
け
る
と
、
確
か
に
考
え
う
る
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
。

濳
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
か
ら
の
伝
統
的
な
聖
書
解
釈
に
対
す
る
挑
戦
は
、
こ
の
種
の
問
題
提
起
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
神
が
今
の
私

た
ち
に
聖
書
を
通
し
て
語
り
か
け
る
可
能
性
に
つ
い
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
批
判
に
対
す
る
反
論
の
試
み
と
し
て
は
、
拙
論

「
テ
ク
ス
ト
、
意
味
そ
し
て
読
者
〜
解
釈
学
か
ら
の
挑
戦
」（『
福
音
主
義
神
学
』
三
○
（
一
九
九
九
年
十
二
月
）
五_

二
二

頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

潭
イ
エ
ス
と
罪
人
の
関
係
に
関
し
て
は
、E

.
P.

S
anders,

Jesus
and

Judaism
(L

ondon:
S

C
M

,
1985),

174–211,
esp.

200–209

参
照
の
こ
と
。

澂
例
え
ば
、「
ヤ
コ
ブ
か
ら
来
た
者
た
ち
」
と
は
誰
で
、「
割
礼
派
」
と
同
一
で
あ
る
か
、
ま
た
ど
う
い
う
人
々
の
集
ま
り
で
あ

る
か
、
な
ど
。

潼
詳
細
に
つ
い
て
は
、E

.P.Sanders,‘Jew
ish

A
ssociation

w
ith

G
entiles

and
G

alatians
2:11-14’in:R

.T.Fortna
&
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B
.

R
.

G
aventa

(eds),
T

he
C

onversation
C

ontinues:
Studies

in
Paul

and
John

(F
S

for
J.L

.M
artyn;

N
ashville:

A
bingdon,1990),170-88

を
参
照
の
こ
と
。

潘
新
約
聖
書
で
は
、
回
心
が
家
族
単
位
で
起
こ
っ
て
い
る
。
第
一
コ
リ
ン
ト
一
・
一
六；

使
徒
の
働
き
一
○
・
二
、
二
四
、
四

八；
一
一
・
一
四；

一
六
・
一
五；

一
八
・
八
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
家
族
が
教
会
の
核
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一
六
・
五；

第
一
コ
リ
ン
ト
一
六
・
一
九；

ピ
レ
モ
ン
二
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
勿
論
、
家
族
が
キ
リ

ス
ト
教
で
な
く
キ
リ
ス
ト
者
と
な
っ
た
者
（
ピ
リ
ピ
四
・
二
二；

第
一
コ
リ
ン
ト
七
・
一
三_

一
四；

第
二
テ
モ
テ
一
・
五
）、

キ
リ
ス
ト
教
の
家
庭
で
キ
リ
ス
ト
者
で
な
い
者
（
ピ
レ
モ
ン
一
○_

一
六
）
も
い
た
。

澎
看
守
に
と
っ
て
「
救
い
」
と
い
う
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
か
、
地
震
か
ら
咄
嗟
に
何
を
考
え
た
か
、
を
理
解
す

る
た
め
に
は
当
時
の
ピ
リ
ピ
一
帯
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
神
話
、
伝
説
の
類
い
は
重
要
な
参
考
資
料
と
な
り
え
よ
う
。

澑
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
古
代
で
は
書
物
を
個
人
で
読
む
場
合
も
含
め
て
朗
読
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
単
語
と
単

語
と
を
区
切
ら
な
い
で
記
さ
れ
た
文
章
を
読
み
、
理
解
す
る
た
め
に
は
声
を
出
し
て
読
む
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ

っ
た
。H

.Y
.G
am
ble,B

ooks
and

R
eaders

in
the

E
arly

C
hurch:

A
H

istory
of

E
arly

C
hristian

T
exts
(N
ew
H
aven:

Y
ale
U
niversity

Press,1995),esp.203-204
な
ど
参
照
の
こ
と
。

濂
必
ず
し
も
第
二
ペ
テ
ロ
三
章
一
五
、
一
六
節
と
は
矛
盾
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
パ
ウ
ロ
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
の
中
で
重
要

な
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

潦W
endy

D
abourne,Purpose

and
C

ause
in

Pauline
E

xegesis:R
om

ans
1.16-4.25

and
a

N
ew

A
pproach

to
the

Letters

(SM
T

SM
S

104;C
am

bridge:C
U

P,1999)

を
参
照
の
こ
と
。

澳
同
様
の
こ
と
は
、
同
じ
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
七
章
二
一
、
二
三
節
、
八
章
二
節
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
な
ぜ
か
七

章
二
三
節
の
新
改
訳
で
は
「
律
法
」
と
い
う
訳
語
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
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澣H
.

R
äisänen,

‘D
as

“G
esetz”

des
G

laubens
und

des
G

eistes’
in:

R
äisänen,

T
he

T
orah

and
C

hrist:
E

ssays
in

G
erm

an
and

E
nglish

on
the

Problem
ofthe

Law
in

E
arly

C
hristianity

(H
elsinki:F

innish
E

xegeticalSociety,1986),

pp.95–118;R
äisänen,‘Sprachliches

zum
Spieldes

Paulus
m

it
novm

oı’,in:R
äisänen,T

he
T

orah
and

C
hrist,pp.

119–47

澡G
erhard

F
riedrich,‘D

as
G

esetz
des

G
laubens

R
öm

.3.27’,T
heologische

Zeitschrift10
(1954),p.401–417.

澤
例
え
ば
、C

.
T

hom
as

R
hyne,

Faith
E

stablishes
the

Law
(SB

L
D

S
55;

C
hico:

Scholars,
1981),

pp.
63–71;

H
ans

H
übner,

Law
in

Paul’s
T

hought:
A

C
ontribution

to
the

D
evelopm

ent
of

Pauline
T

heology
(E

dinburgh:
T.

&
T.

C
lark,repr.ed.1986),pp.137–46;B

rice
L.M

artin,
C

hrist
and

the
Law

in
Paul(N

ovT
Sup

62;Leiden:B
rill,

1989),pp.26-32;Peter
von

der
O

sten-Sacken,D
ie

H
eiligkeitder

T
ora:Studien

zum
G

esetz
beiPaulus

(M
ünchen:

C
hr.K

aiser,1989),pp.9–46;;R
.B

.H
ays,‘T

hree
D

ram
atic

R
oles:T

he
Law

in
R

om
ans

3-4’in:J.D
.G

.D
unn

(ed.),
Paul

and
the

M
osaic

Law
(W

U
N

T
89;

T
übingen:

M
ohr,

1996),
pp.

153–34;
R

.
B

ergm
eier,

D
as

G
esetz

im

R
öm

erbriefund
andere

Studien
zum

N
euen

T
estam

ent(W
U

N
T

121;T
übingen:M

ohr,2000),p.49.

Jam
es

D
.G

.D
unn,R

om
ans

1–8
(W

B
C

38A
;D

allas:W
ord,1988),pp.392–96,398,416–19

(see
also

his
‘“T

he

Law
of

F
aith”,“the

Law
of

the
Spirit”

and
“the

Law
of

C
hrist”

’,in:E
.H

.Lovering,Jr.and
J.L.Sum

m
ey

(eds),
T

heology
and

E
thics

in
Pauland

his
Interpreters:F

S
for

V.P.Furnish
[N

ashville,:A
bingdon,1996],pp.

62–82);U
lrich

W
ilckens,D

er
B

rief
an

die
R

öm
er

(R
öm

1–5)(E
K

K
vi/1;Zürich:B

enziger/N
eukirchen-V

luyn:

N
eukirchener,

1978;
2.

Verbesserte
A

uflage
1987),

p.
245;

U
lrich

W
ilckens,

D
er

B
rief

an
die

R
öm

er
(R

öm

6–11)
(E

K
K

vi/2;
Zürich:

B
enziger/N

eukirchen-V
luyn:

N
eukirchener,

1980),
pp.

89–90,
121–24;

P
eter

S
tuhlm

acher,
D

er
B

rief
an

die
R

öm
er

(N
T

D
6:

G
öttingen:

V
andenhoechk

&
R

uprecht,
1989),

pp.
62–63,
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101–103,109–110;T.R
.Schreiner,R

om
ans,pp.200–205,376–77,400.For
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