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第
５
章
　
苦
し
み
と
苦
し
む
能
力
に
つ
い
て
の
神
学
的
展
開

　　　　　
危
機
的
状
況
の
な
か
で
の
ケ
ア
に
成
功
す
る
に
は
、ケ
ア
を
す
る
人
自
身
が
自
分
の
危
機
に
対
処
し
、そ

の
典
型
的
な
諸
局
面（
ら
せ
ん
局
面
）を
知
り
、危
機
を
自
覚
的
に
体
験
し
、そ
の
中
で
苦
し
む
力
を
新
た

に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
被
害
者
に
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
が
な
さ
れ
る
時
、特
に

必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。教
会
の
ス
タ
ッ
フ
が
こ
の
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
実
行
す
る
な
ら

ば
、苦
し
ん
で
い
る
被
害
者
に
と
っ
て
、ま
た
ケ
ア
を
す
る
人
自
身
に
と
っ
て
も
得
る
も
の
は
大
き
い
。わ

た
し
た
ち
の
共
同
生
活
の
質
は
こ
こ
か
ら
改
善
さ
れ
て
い
く
。

　
本
書
に
と
り
あ
げ
た
例
の
多
く
は
、ケ
ア
を
経
験
す
る
中
で
、神
学
的
問
題
が
く
り
返
し
あ
ら
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。神
学
的
問
題
に
答
え
る
こ
と
は
こ
の
研
究
が
目
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。し
か
し
、

い
く
ら
か
で
も
神
学
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
は
、被
害
者
に
よ
り
よ
い
精
神
的
な
支
援
と
安
心
を
も
た

ら
す
展
望
を
示
す
と
い
う
目
的
が
あ
っ
て
な
す
の
で
あ
っ
て
、こ
こ
で
は
問
題
を
出
す
だ
け
で
、答
え
が
用

意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。研
究
の
主
た
る
目
的
か
ら

し
て
、神
学
専
門
の
議
論
の
中
に
わ
け
入
っ
て
い
く
つ
も
り
は
な
い
が
、か
と
言
っ
て
そ
れ
を
全
面
的
に
避

け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。い
く
つ
か
の
文
章
は
、言
っ
て
い
る
こ
と
が
だ
れ
に
向
け
て
語
り
か
け
ら
れ
て

い
る
の
か
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の
特
徴
が
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
般
に
「
神
学
」
と

よ
ば
れ
て
い
る
も
の
が
い
か
に
多
義
的
で
あ
る
の
か
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
最
後
の
章
で
は
―
補
足
と
し
て
―
神
学
者
で
な
い
著
者
が
、現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
と
ま
だ
被
害
に
あ
っ
て
い
な
い
人
た
ち
に
も
、「
何
ゆ
え
の
苦
し

み
―
何
ゆ
え
の
危
機
？
」と
い
う
昔
か
ら
の
問
い
に
対
し
て
神
学
が
答
え
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
示
そ

う
と
考
え
て
い
る
。
広
範
な
読
書
層
を
考
慮
し
て
、
体
系
的
な
議
論
は
さ
し
ひ
か
え
る
。
そ
の
か
わ
り
に
、

人
々
の
関
心
に
沿
う
た
め
に
、苦
し
み
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
福
音
主
義﹇
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
﹈教
会
の
両
方
の
代
表
的
な
神
学
者
を
取
り
上
げ
た
。カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
か
ら
、ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
ク「
神

と
苦
し
み
」
一
九
六
七
年
、
ギ
ー
ス
ベ
ル
ト
・
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
「
愛
の
代
価
」
一
九
七
八
年
が
選
ば
れ
た
。

*

福
音
主
義
教
会
の
側
か
ら
、
ド
ロ
テ
ー
・
ゼ
レ
「
苦
し
み
」
一
九
七
三
年
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
「
苦
し

み
の
意
味
に
つ
い
て
」一
九
七
四
年
が
選
ば
れ
た
。ク
ラ
ウ
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
神
学
と
の
対
話
の
中
で
人
生

の
課
題
を
考
え
て
い
る
物
理
学
者
で
あ
る
。

　
神
学
的
論
題
は
「
苦
し
み
そ
の
も
の
」
を
扱
う
。
そ
れ
に
対
し
て
危
機
対
処
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
は
、

苦
し
む
力
を
実
存
的
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。そ
し
て
、ま
さ
に
こ
の
苦
し
む
力
に
お
い
て
、人
の
苦
し
み
を

分
か
ち
合
う
と
い
う
問
題
だ
け
を
問
う
の
で
あ
る
。こ
の
重
要
な
点
を
、以
下
の
神
学
的
な
考
察
を
す
る
時

に
考
慮
し
て
も
ら
い
た
い
。
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１
　
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
ク
　「
神
と
苦
し
み
」

　
二
○
世
紀
の
偉
大
な
神
学
者
た
ち
の
中
で
、キ
ュ
ン
ク
は
人
間
の
苦
し
み
を
、広
範
に
か
つ
組
織
的
に
考

察
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
初
め
て
の
人
で
あ
る
。彼
は「
苦
し
み
―
な
ぜ
、何
の
た
め
に
？
」と
い
う
問

い
に
対
す
る
答
え
を
壮
大
な
五
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
構
想
し
て
い
る
。[

73]

　
第
１
の
ス
テ
ッ
プ
で
、ま
ず
キ
ュ
ン
ク
は
、読
者
が
一
般
に
神
学
者
に
期
待
し
て
い
る
、「
神
の
義
認
」に

つ
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
教
説
を
、批
判
的
に
考
察
し
て
い
る(

７)

。彼
は
、狭
い
意
味
で
の
概
念
だ
け
で

*

な
く
、古
典
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
弁
神
論
の
議
論（
一
七
一
○
年
）を
、壮
大
な
宇
宙
論
に
発
展
さ
せ

た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
始
め
る
。（
す
で
に
、
そ
の
当
時
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
「
カ
ン
デ
ィ
ー
ド
」
に
お
い

て
「
諸
世
界
の
最
善
の
も
の
」
を
批
判
し
て
い
る
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
悪
に
つ
い
て
の
形
而
上
の
、
物
質

上
の
、ま
た
道
徳
上
の
点
か
ら
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。彼
は
苦
し
み
の
な
い
世
界
の
方
が
よ
り
善
い
世

界
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
想
定
を
否
定
し
て
い
る(

13)

。キ
ュ
ン
ク
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の「
善
な
る
神
へ

の
ゆ
る
ぎ
な
き
信
仰
」を
認
め
て
い
て
、そ
の
信
仰
ゆ
え
に「
神
は
絶
対
的
に
完
全
で
善
な
る
も
の
と
言
え

る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
と
同
時
に
、諸
世
界
は
神
が
造
っ
た
以
上
、最
善
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
弁
証
し
よ

う
と
し
て
い
る
」と
言
っ
て
い
る(

12)

。カ
ン
ト
の
著
作「
弁
神
論
の
哲
学
的
試
み
の
失
敗
に
つ
い
て
」(

一
七

七
一
年)

に
は
、す
で
に
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
に
対
す
る
徹
底
的
な
批
判
が
見
ら
れ
る
。キ
ュ
ン
ク

は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。弁
神
論
そ
の
も
の
が
考
え
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
論

理
は
実
存
的
に
も
当
を
得
た
も
の
で
あ
り
、苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
は
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な
い
か
。
そ
し
て
、「
苦
し
み
の
中
で
迷
っ
て
い
る
人
た
ち
、
苦
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
人
た
ち
に

慰
め
と
耐
え
る
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
飢
え
渇
い
て
い
る

か
し
こ

人
々
に
衛
生
学
や
生
活
食
品
化
学
の
講
義
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
、賢
そ
う
な
知
的
な
議
論
を
提
供
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」(

17
以
下)

　
第
２
の
ス
テ
ッ
プ
で
、彼
は
、ド
フ
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」か
ら
一
例
を
あ

げ
、い
わ
れ
の
な
い
苦
し
み
が
い
か
に
神
と
教
会
に
対
す
る「
反
逆
」(

五
巻
四
章
）と
恐
ろ
し
い
告
発
を
招

く
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
第
３
の
ス
テ
ッ
プ
で
、キ
ュ
ン
ク
は
、世
界
文
学
の
無
類
の
文
献
で
あ
る
ヨ
ブ
記
を
通
し
て
、い
わ
れ
の

な
い
苦
し
み
に
直
面
す
る「
信
仰
」(

19)

を
と
り
あ
げ
て
い
る
。キ
ュ
ン
ク
の
命
題
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
信

じ
て
い
る
信
仰
に
よ
っ
て
、
苦
し
み
を
『
説
明
』
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
信
仰
に
よ
っ
て
『
苦

し
み
に
耐
え
る
』こ
と
が
で
き
る
。こ
の
点
が
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。」(

25)

。キ
ュ
ン
ク
は
、「
神
義
論
」

の
議
論
に
駆
り
立
て
た
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
が
、苦
し
み
の
意
味
を
ヨ
ブ
に
理
論
的
に
論
証
し
て
い
く
の
で
あ

る
が
、正
義
の
論
理
が
い
か
に
新
た
な
攻
撃
と
な
り
、ヨ
ブ
を「
危
険
な
自
己
弁
護
」と
怒
り
の
中
に
一
層

深
く
巻
き
込
ん
で
い
く
か
、そ
の
様
子
を
印
象
深
く
記
し
て
い
る(

26)

。神
は
ヨ
ブ
に
一
つ
の
答
え
を
与
え

し
ゅ

た
。
神
は
「
理
論
」
で
答
え
る
の
で
な
く
、「
主
は
嵐
の
中
か
ら
ヨ
ブ
に
答
え
て
仰
せ
に
な
っ
た
・
・
・
。」

＊

け
い
じ

（
ヨ
ブ
三
八
・
一-

五)

と
い
う
「
啓
示｣

に
よ
っ
て
ヨ
ブ
を
圧
倒
し
た
。
キ
ュ
ン
ク
は
こ
の
点
を
重
視
し
て

詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
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キ
ュ
ン
ク
に
よ
る
と
、神
は「
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
対
等
の
立
場
の
隣
人
な
ど
で
は
な
く
、純

粋
な
知
恵
と
善
そ
の
も
の
で
あ
り
、計
り
知
れ
な
い
主
権
を
も
つ
創
造
者
と
し
て
自
分
を
あ
ら
わ
し
た
。」(

34)

活
け
る
神
に
直
接
に
向
き
あ
っ
た
ヨ
ブ
の
反
抗
は
静
ま
る
。

　「
・・・
ど
う
し
て
反
論
な
ど
で
き
ま
し
ょ
う
か
？
わ
た
し
は
こ
の
口
に
手
を
置
き
ま
す
。」(

ヨ
ブ
四
○
・

一-

五
）。
ヨ
ブ
は
神
の
意
志
ゆ
え
に
、
世
界
を
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
謎
と
あ
ら
ゆ
る
悪
と
苦
し
み
と
共
に
肯

定
す
る
。ま
た
彼
は
自
己
正
当
化
に
よ
っ
て
、神
を
悪
者
に
仕
立
て
あ
げ
、そ
う
し
て
人
間
で
あ
る
彼
が
自

分
の
正
し
さ
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
っ
た
。(

35)

　　　　　
キ
ュ
ン
ク
は
こ
の
読
み
方
に
よ
っ
て
、
旧
約
聖
書
の
解
釈
の
歴
史
の
中
で
ま
だ
既
定
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
ヨ
ブ
の

人
物
像
を
解
釈
し
て
い
る
。
ヨ
ブ
の
詩
は
（
昔
か
ら
通
俗
的
に
語
ら
れ
て
き
た
も
の
と
は
違
っ
て
）
四
○
章
一-

五
節
と
、

そ
れ
に
対
応
す
る
四
二
章
六
節
で
終
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
ヨ
ブ
の
沈
黙
は
、
暴
君
的
な
神
と
向
か
い
あ
っ
た

人
間
の
断
念
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
こ
で
人
を
威
圧
す
る
よ
う
な
力
あ
る
者
と
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
力
あ
る

者
と
の
交
流
を
人
は
断
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
人
間
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
切
断
は
、
神
を

苦
し
む
者
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
ド
ロ
テ
ー
・
ゼ
レ
が｢

ヨ
ブ
は
神
よ
り
強
い
の
か
？｣(

一
三
五
以
下)

と
言
う
問
題
を
と

*

り
あ
げ
る
時
、
彼
女
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ヨ
ブ
は
全
部
で
前
の
百
倍
の
も
の
を
受

け
た
と
い
う
、
後
に
加
え
ら
れ
た
結
論
は
、
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
神
の
暴
君
的
性
質
を
も
っ
と
強
め
て
い
る
。
神
は
サ

タ
ン
と
の
賭
け
に
勝
っ
た
。
ヨ
ブ
は
勝
利
金
の
支
払
い
を
受
け
た
。
け
れ
ど
も
人
間
の
苦
し
み
と
人
間
の
生
命
は
、
神
の

つ
ぐ
な

前
で
、
あ
ま
る
ほ
ど
の
償
い
に
よ
っ
て
過
去
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
小
さ
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？[

74]

ぎ

ぎ

ぎ

　
わ
た
し
た
ち
が
義
で
あ
ろ
う
と
し
、義
を
保
ち
、義
を
求
め
る
こ
と
は
、キ
ュ
ン
ク
に
よ
る
と
、間
違
い



154

以
上
に
罪
で
あ
る
。ヨ
ブ
は
そ
の
よ
う
な
罪
を
お
か
し
て
い
る
自
分
自
身
を
批
判
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

確
か
に
、彼
は
自
分
が
犯
し
て
い
な
い
個
々
の
罪
や
間
違
い
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
が
、け
れ
ど
も
、

彼
の
本
末
転
倒
の
態
度
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
苦
し
み
に
関
す
る
問
題
の『
答
え
』は
何
か
？
」

キ
ュ
ン
ク
は
短
く
答
え
て
い
る
。そ
れ
は
苦
し
み
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る「
勝
算
の
立
た
な
い
信
仰
の
冒

険
の
企
て
で
あ
る
。」(

42)

。わ
た
し
た
ち
は
ヨ
ブ
と
い
う
人
間
の
中
に
わ
た
し
た
ち
自
身
を
見
る
。な
ぜ
な
ら

し
も
べ

ヨ
ブ

ば
、神
は
、苦
し
ん
で
い
る
神
の
僕
で
あ
る
ヨ
ブ
を
通
し
て
、彼
の
苦
し
み
を
負
う「
も
う
一
人
の
苦
し
む

し
も
べ

神
の
僕
﹇
イ
エ
ス
﹈
の
姿
」
を
あ
ら
わ
し
、
そ
し
て
、
世
界
の
苦
し
み
を
負
っ
て
、
苦
し
み
と
罪
と
死
を
最

終
的
に
克
服
し
た
か
ら
で
あ
る(

43)

。旧
約
聖
書
の
中
に
告
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に

お
い
て
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
本(

「
実
存
主
義
者
ヨ
ブ
」、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
一
九
五
二
年
）
の
中
で
、
ハ
ン
ス
・

エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
「
よ
う
や
く
ヨ
ブ
の
こ
と
を
理
解
で
き
る
時
代
に
な
っ
た
」
と
言
い
、
ヨ
ブ
記
を
五
つ
の
対
話
篇
と

い
う
形
で
再
現
し
た
。[

75]

彼
は
こ
の
対
話
の
な
か
で
ヨ
ブ
の
疑
問
を
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。
「
な
ぜ
、
ま
こ
と
の

（
つ
ま
り
「
全
能
」
や
「
絶
対
」
で
は
な
い
）
神
は
、
彼
の
独
り
子
を
見
捨
て
た
の
か
？
な
ぜ
神
は
約
束
の
父
ア
ブ
ラ
ハ

ム
に
、
た
だ
一
人
の
約
束
の
子
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
に
命
じ
た
の
か
？
も
し
、
実
際
に
、
息
子
を
殺
し
て
い
た
な
ら
ば
、

神
は
被
告
人
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
証
明
可
能
な
神
を
訴

え
る
も
の
は
だ
れ
も
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ま
こ
と
の
神
は
、
罪
を
負
う
準
備
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
罪
を
負
う
て

い
る
。」(

16)

。
あ
る
い
は
、
ま
た
「
神
が
自
分
自
身
に
対
す
る
訴
え
を
容
認
し
て
い
な
け
れ
ば
、
ヨ
ブ
は
無
神
論
者
、
ま

た
虚
無
主
義
者
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」(

36)

と
い
う
よ
う
な
箇
所
な
ど
を
読
む
と
、
近
年
の
ヨ
ブ
の
解
釈
が
な
ん
ら
新

し
い
も
の
を
打
ち
出
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
無
知
を
い
い
こ
と
に
し
て
適
当
に
書
か
れ
て
い
る
こ
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と
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
ハ
ン
ス
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
一
九
四
五
年
以
降
は
批
判
的
な
視
点
か
ら

で
あ
る
が
、
古
い
の
解
釈
学
者
等
の
名
前
を
几
帳
面
に
挙
げ
て
い
る
。
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
以
降
の
ヨ
ブ
に
関
す
る
文
章
の

よ
そ
お

多
く
は
単
な
る
繰
り
返
し
に
過
ぎ
な
い
。
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
が
人
間
の
装
い
、
ま
た
苦
し
み
の
装
い
を
し
た
「
神
に
つ
い

て
の
物
知
り
」
に
対
し
て
、
赤
裸
々
な
信
仰
的
実
存
を
対
峙
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
い
何
か
が
生

ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
―
ハ
ン
ス
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
す
で
に
、
一
九
二
五
年
に
大
学
に
お
い
て
哲
学
的
理

想
主
義
に
疑
い
を
い
だ
き
、
牧
師
職
に
つ
い
て
い
た
。
彼
の
神
学
者
と
し
て
の
研
究
は
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
は
い
な
い
。

彼
は
、
一
九
四
五
年
以
前
は
、
政
治
的
追
放
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
経
験
を
し
た
後
、
西
ド
イ
ツ
で
「
神
学
的
実
存
」
を

新
し
く
始
め
た
。[

76]

ぎ
に
ん

　
第
４
の
ス
テ
ッ
プ
で
キ
ュ
ン
ク
は「
人
間
の
義
認
」(

44)

に
関
す
る
命
題
を
次
の
よ
う
に
示
す
。「
神
か
ら
離

し
ん
ぎ
ろ
ん

れ
て
い
る
人
を
義
と
認
め
る
神
自
身
に
よ
る
神
の
義
認
―
こ
れ
が
真
の
神
義
論
で
あ
る
」。こ
の
言
葉
は
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
〔
教
会
教
義
学
Ⅳ-

一
・
六
一
、
特
に
三
六
四-

三
八
○
、
新
教
出
版
社
、
井
上
良
雄
訳
〕
を

連
想
さ
せ
る
。キ
ュ
ン
ク
が
、義
認
に
つ
い
て「
自
己
意
識
と
自
己
依
存
の
人
間
の
誤
っ
た
神
義
論
が
、[

神

が]

無
力
で
罪
深
い
人
間
を
純
粋
な
恵
み
に
よ
っ
て
無
償
で
義
と
し
、そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身

あ
ら
わ

を
義
な
る
恵
み
深
い
神
と
し
て
顕
す
と
い
う
、そ
う
い
う
恵
み
深
い
神
の
人
間
論
」を
展
開
す
る
と
き
、そ

こ
に
独
創
的
な
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い(

55)
。そ
こ
で「
わ
た
し
は
、あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
超
越
し
て
、無
上

ぎ
ょ
く
ざ

の
喜
び
の
中
で
無
関
心
に
玉
座
に
着
い
て
い
る
神
に
反
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。け
れ
ど
も
、キ
リ
ス
ト
と

共
に
苦
し
ん
で
い
る
神
に
反
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」(
55)

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。キ
ュ
ン
ク
は
、

ヨ
ブ
の
物
語
と
平
行
し
て
、ヨ
ブ
の
話
が
終
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
、キ
リ
ス
ト
の
福
音
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
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を
強
調
し
て
い
る
。ヨ
ブ
に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、信
仰
を
持
っ
て
信
頼
す
べ
き
恵
み
深
い
神
の

「
不
可
解
さ
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
内
に
、
ま
た

彼
の
十
字
架
に
お
い
て
、あ
の「
恵
み
深
い
神
の
不
可
解
さ｣

を
超
え
て
、「
不
可
解
な
神
の
」恵
み
が
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
の
恵
み
は
、
苦
し
み
を
い
の
ち
に
変
え
、

た
と
え
こ
の
理
解
で
き
る
信
仰
が
信
仰
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、信
仰
を
納
得
で
き
る
も
の

に
変
え
る
の
で
あ
る
。」(

52)

　
最
後
の
５
番
目
の
ス
テ
ッ
プ
で
、キ
ュ
ン
ク
は「
苦
し
み
の
中
で
の
自
由
」と
い
う
思
想
を
次
の
よ
う
に

構
想
す
る(

58)

。「
神
の
愛
は
す
べ
て
の
苦
し
み
か
ら
守
る
の
で
は
な
い
、神
の
愛
は
す
べ
て
の
苦
し
み
の
中

で
守
る
。」苦
し
み
と
死
の
共
同
体
の
中
で
キ
リ
ス
ト
と
共
に
生
き
る
信
仰
者
た
ち
に
、新
し
い
未
来
が
明

と
げ

ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
苦
し
み
は
そ
の
刺
を
失
う
。「
し
か
し
、
わ
た
し
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
こ
れ

ら
の
こ
と
を
、
キ
リ
ス
ト
の
ゆ
え
に
損
失
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。・
・
・
わ
た
し
は
、
既
に
そ

れ
を
得
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、既
に
完
全
な
者
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。何
と
か
し
て

捕
ら
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
す
。
自
分
が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。」

(

フ
ィ
リ
ピ
三
・
七-

一
四
）。
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
者
は
、
本
質
的
に｢

今
や
―
す
で
に
」
と
「
ま
だ
―

な
い
」
の
間
に
あ
っ
て
、「
苦
し
み
と
苦
し
み
か
ら
の
自
由
」
の
弁
証
法
の
中
を
生
き
る
。
両
者
は
ど
ち
ら

も
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
に
属
し
て
い
る(

59)

。け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、キ
ュ
ン
ク
は
、苦
し
み
と
痛

な
ら

み
は
人
の
生
命
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、キ
リ
ス
ト
者
が
、キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
倣
う
と
い
う
解
釈
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を
認
め
て
い
な
い
。苦
し
み
を
負
い
つ
つ
イ
エ
ス
に
従
う
と
い
う
こ
と
は「
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
を
模
倣
す

る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
追
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。キ
リ
ス
ト
の
受
難

は
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
の
理
想
と
言
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。」(

60)

。信
仰
者
に

と
っ
て
、
新
し
い
生
が
始
ま
る
こ
の
最
後
の
時
は
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
人
、
ま
た
生
き
つ
づ
け
て
い
る

人
・
キ
リ
ス
ト
と
共
に
、
今
こ
こ
で
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
信
仰
者
は
、
す
で
に
今
死
に

向
か
う
現
在
に
お
い
て
、逆
説
的
な
言
葉
を
次
の
よ
う
に
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
生
き
て
い
る
の
は
、も

は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
の
内
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。」（
ガ
ラ
テ
ヤ
二
・

二
○
）。こ
れ
は
、苦
し
み
が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
思
想
に
キ
ュ
ン
ク
を
導
く
。「
確
か
に
苦
し
み
は
悪
で

し
よ
う

あ
る
。し
か
し
、そ
れ
は
仏
教
の
場
合
の
よ
う
な
、生
き
よ
う
と
す
る
意
志
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
止
揚

さ
れ
る
絶
対
的
な
悪
で
は
な
い
。絶
対
的
な
悪
は
神
と
神
の
愛
か
ら
引
き
離
す
も
の
だ
け
で
あ
る
。」(

68)

　
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
の
理
想
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い(

60)

と
い
う
キ
ュ
ン
ク
の
文
章

は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
教
会
教
義
学
Ⅳ-
２
、〔
三
九
三
頁
と
ま
た
四
二
一
頁
（「
十
字
架
の
誉
れ
」）
井
上
良
雄
訳
〕
か

ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
キ
リ
ス
ト
者
の
十
字
架
は
、
間
接
的
な
関
係
が
か
な
り
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
。

〔
特
に
三
九
四
か
ら
三
九
八
頁
、
井
上
良
雄
訳
、
同
じ
く
三
九
六
頁
の
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
・
二
○
節
の
解
釈

も
そ
う
で
あ
る
〕。[

77]

　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
障
害
を
負
う
人
の
苦
し
み
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
」
へ
の
移
行
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
信
仰
の
み

が
可
能
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
経
験
と
反
省
の
間
に
あ
る
溝
は
「
証
人
」
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
。
こ
の
証
人
と
は
―
彼

は
神
が
私
た
ち
双
方
に
と
っ
て
近
く
も
あ
り
、
遠
く
も
あ
る
と
も
言
う
が
―
連
帯
の
中
で
想
像
も
出
来
な
い
こ
と
を
表
現

し
、
経
験
で
き
な
い
こ
と
を
引
き
受
け
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
被
害
者
を
ケ
ア
す
る
人
は
愛
の
証
人
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
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に
―
苦
し
ん
で
い
る
当
人
を
除
け
ば
―
呪
わ
れ
た
個
々
の
運
命
と
わ
た
し
た
ち
が
行
っ
た
神
の
処
刑
と
の
間
に
橋
を
か
け

る
手
立
て
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
　
　
　
　

 

神
学
者
の
多
く
が
、「
苦
し
み
」
と
い
う
言
葉
を
「
神
か
ら
受
け
た
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
」
と
同
じ
意
味
で
あ
ら
ゆ
る
障

害
に
つ
い
て
も
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
意
味
論
上
の
難
し
さ
は
そ
も
そ
も
論
理
的
に
も
厄
介
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

さ
ら
に
そ
れ
は
「
信
仰
に
お
い
て
」
さ
え
も
、
現
実
に
存
在
す
る
悪
の
問
題
が
（
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
わ
た
し
自
身
の

病
気
の
こ
と
も
）「
説
明
」
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
「
無
意
味
に
」
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ

の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
と
、
わ
た
し
は
神
と
争
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
、
社
会
が
障
害
者
を
必
要
と
す
る
理
由
が
あ
る
。

そ
こ
で
神
の
義
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
彼
ら
障
害
者
が
必
要
で
あ
る
。
す
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
み
な
同
じ
よ
う
に
答

え
る
に
違
い
な
い
。
イ
エ
ス
は
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
、
ま
た
多
く
の
健
康
な
人
た
ち
か
ら
、
計
り
知
れ
な
い
苦
し
み
を
受

け
た
。
こ
れ
こ
そ
障
害
者
が
証
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゆ
る
ぎ
な
い
「
健
康
を
も
っ
て
い
る
人
」
以
上
の
こ

と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
苦
し
む
こ
と
に
意
味
が
あ
る
か
？
と
い
う
最
後
の
問
い
に
、 

キ
ュ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
終

わ
り
の
な
い
苦
し
み
は『
そ
れ
自
身
に
』意
味
は
な
い
。キ
リ
ス
ト
の
死
と
新
し
い
生
に
お
い
て
、神
は
わ

あ
ら
が

た
し
た
ち
に
意
味
を
提
供
し
て
い
る
。そ
れ
は
、あ
ら
ゆ
る
不
合
理
に
抗
っ
て
、信
頼
し
て
身
を
ゆ
だ
ね
よ

う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
神
は
闇
の
中
に
も
い
ま
す
。
苦
し
み
は
、
神
不
在
の
し
る
し
で
は
な
く
、
ま
さ

に
、そ
の
反
対
で
あ
り
、十
字
架
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、ま
た
、神
に
向
か
う
道
で
あ
る
。 

キ
ュ

ン
ク
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
主
張
し
、ド
フ
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
予
感
し
て
い
た
こ

と
は
、
ヨ
ブ
が
確
認
し
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
パ
ウ
ロ
が
生
き
た
も
の
で
あ
る
。
苦
し
み
も
「
神
」
に
包
ま

れ
て
お
り
、
神
に
よ
っ
て
「
捨
て
去
ら
れ
る
」。
ま
た
苦
し
み
は
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
す
べ
て
の
場



159

所
を
神
と
の
出
会
い
の
場
に
「
す
る
」。
キ
リ
ス
ト
者
は
苦
し
み
を
終
わ
ら
せ
る
方
法
を
知
ら
な
い
が
、
耐

え
抜
く
方
法
を
知
っ
て
い
る(

68-

69)

。

　　　　　
キ
ュ
ン
ク
も
苦
し
み
に
つ
い
て
そ
れ
を
イ
エ
ス
の
名
の
下
に
「
美
化
」
し
た
り
、
単
純
に
正
当
化
し
た
り
は
し
て
い
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
「
隠
れ
て
い
ま
す
神
」
へ
の
信
仰
の
危
険
を
そ
う
簡
単
に
取
り
除
く
こ
と
が

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
苦
し
ん
で
い
る
人
は
創
造
者
で
あ
る
神
が
悲
惨
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
何
も
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を

身
を
も
っ
て
体
験
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
励
ま
し
の
言
葉
が
本
当
に
言
え
る
だ
ろ
う
か
？
Ｈ
・
へ
リ
ン
グ
は
Ａ
・
Ｊ
・

ブ
ッ
フ
と
Ｈ
・
フ
リ
ー
ス
編
集
の
「
人
間
へ
の
問
い
と
し
て
の
神
へ
の
問
い
」(1981.83)

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。「
神
は
暴
力
　
の
側
に
は
い
な
い
。
彼
は
愛
の
側
に
い
る
。
彼
は
苦
し
ん
で
い
る
人
に
誠
実
で
あ
る
」。「
苦
し

み
と
の
闘
い
の
中
で
、
神
は
無
力
だ
が
、
最
終
的
な
決
定
権
を
も
っ
て
い
る
。」

２
　
ド
ロ
テ
ー
・
ゼ
レ
　
　「
苦
し
み
」

　
ド
ロ
テ
ー
・
ゼ
レ[

78]

は
、
神
は
「
生
命
を
愛
す
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
基
本
に
立
っ
て
、
苦
し
み
に
関
す

る
考
察
を
お
こ
な
い
、聖
書
の
使
信
を
解
釈
し
て
い
る
。ゼ
レ
は
、ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
が
限
り
な
い
肯
定
を

生
き
、軽
蔑
さ
れ
排
斥
さ
れ
た
人
、ま
た
否
定
さ
れ
た
人
、ま
た
自
分
を
否
定
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
た
人

を
、
肯
定
し
受
け
入
れ
た
点
を
重
視
し
て
い
る
。
彼
女
は
、
身
体
的
ま
た
心
的
、
個
人
的
、
ま
た
社
会
的
な

す
べ
て
の
苦
し
み
、そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
取
り
除
く
こ
と
を
課
せ
ら
れ
た
永
遠
の
課
題
で
あ
る
と
は
言
う
も

の
の
、し
か
し
な
が
ら
、そ
れ
と
同
時
に
一
方
的
に
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
と
い
う
見

い
ん
ぺ
い

解
が
、苦
し
み
に
よ
っ
て
学
ぶ
と
い
う
も
う
一
つ
の
同
じ
く
ら
い
重
要
な
課
題
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
も
の
で
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*

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。

　　　　　
ゼ
レ
は
、
こ
の
思
想
が
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
見
ら
れ
る
と
い
う
神
学
的
伝
統
に
立
っ
て
お
り
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス

**

の
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
一
七
六
節
以
下
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ゼ
ウ
ス
は
苦
し
み
（
死
）
と
い
う
罰
を
与
え
る
に
際
し
て
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
よ
と
命
じ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
訳
に
つ
い
て
は
Ｈ
・
ナ
イ
ツ
ェ
ル

（G
ym

nasium
87,1980,283-293

）
に
よ
っ
て
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　

　
そ
の
よ
う
な
特
定
の
著
者
を
引
く
ま
で
も
な
く
、「
人
は
失
敗
に
よ
っ
て
賢
く
な
る
」
と
い
う
格
言
が
あ
り
、
そ
れ
は

多
く
の
文
化
の
中
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
引
用
す
る
場
合
は
、
こ
と
さ
ら
に
特
別
な
神
学
的
解
釈
と
結
び
つ

け
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
言
葉
も
他
の
格
言
一
般
と
同
様
に
、
部
分
的
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
特

徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
。「
人
を
呪
わ
ば
」
か
な
ら
ず
し
も
「
穴
ふ
た
つ
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ひ
と

　
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
で
は
苦
し
み
と
学
び
は
い
つ
も「
自
分
の(

他
人
の
で
は
な
く
）十
字
架
を
負

う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
に
よ
っ
て
一
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、こ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
経

験
し
、そ
れ
を
苦
し
み
に
対
処
す
る
能
力
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、初
め
て
人
生
の
深
い
次
元
を
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。そ
れ
は
、人
生
を
そ
の
全
体
に
お
い
て
有
意
義
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、

あ

そ
れ
を
幸
福
と
し
て
作
り
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。幸
せ
を
求
め
る
飽
く
な
き
欲
求
は
、苦
し
み
を「
封

印
し
」、
そ
し
て
「
溶
解
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
、
ゼ
レ
は
言
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
基
本
的
前
提
の
下
に
、ゼ
レ
は
二
つ
の
問
い
を
立
て
て
い
る
。「
苦
し
み
に
つ
い
て
の
現
代

的
な
、
社
会
批
判
的
な
、『
外
へ
』
向
け
ら
れ
た
問
い
（
問
題
１
）
は
た
だ
、
伝
統
的
な
、
個
人
に
関
し
た
、

『
内
に
』
向
け
ら
れ
た
問
い
（
問
題
２
）
が
押
し
の
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
し
か
意
味
深
く
立
て
ら
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れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。問
題
は
こ
う
だ
。『
苦
し
み
は
ど
う
い
う
原
因
か
ら
出
て
来
る
の
か
、そ

し
て
ど
う
す
れ
ば
そ
の
条
件
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
』、こ
の
問
い
が
問
題
２
の『
苦
し
み
は
ど
ん

な
意
味
を
も
つ
の
か
、そ
し
て
ど
ん
な
条
件
の
も
と
で
わ
れ
わ
れ
に
と
り
も
っ
と
人
間
的
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
』
と
の
問
い
に
引
き
戻
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。」〔
14
〕

　
ド
ロ
テ
ー
・
ゼ
レ
は
、
ま
ず
苦
し
み
を
浄
化
す
る
と
い
う
「
キ
リ
ス
ト
教
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム[

被
虐
傾
向]

」

を
批
判
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、「
苦
し
み
は
、わ
れ
わ
れ
の
高
慢
を
砕
き
、わ
れ
わ
れ
の
無
力
を
証
明
し
、

わ
れ
わ
れ
の
隷
属
性
が
利
用
さ
れ
る
た
め
、そ
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
小
さ
く
さ

れ
た
の
で
、は
じ
め
て
偉
大
と
な
る
一
つ
の
神
に
わ
れ
わ
れ
を
引
き
戻
す
と
い
う
意
義
が
、苦
し
み
に
あ
る
」

〔
32-

33
〕
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
Ｄ
・
ゼ
レ
に
と
っ
て
、
重
要
な
問
題
は
、「
人
間
が
そ
の
痛
み
に
与
え
る

実
存
的
な
意
義
解
明
の
中
に
よ
り
も
、む
し
ろ
、ま
だ
枚
挙
も
整
理
も
で
き
て
い
な
い
苦
し
み
に
対
し
て
な

ほ
い
て
き

ん
の
顧
慮
も
は
ら
わ
ず
に
補
遺
的
な
神
学
的
体
系
化
を
す
る
こ
と
の
中
に
多
い
。」〔
34
〕

一
種
の
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
た
ら
す
結
果
と
し
て
、そ
の
対
極
に
生
じ
る
サ
デ
ィ
ス

テ
ィ
ッ
ク[

加
虐
的]

な
神
の
姿
を
彼
女
は
描
き
出
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
苦
し
み
理
解
の
仕
方
は
現
実
に

簡
単
に
は
反
論
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

「
１
　
神
は
全
能
の
世
界
統
治
者
で
あ
っ
て
、あ
ら
ゆ
る
苦
悩
を
定
め
ら
れ
る
。２
　
神
は
理
由
な
し
に
で

は
な
く
、
正
し
く
ふ
る
ま
わ
れ
る
。
３
　
す
べ
て
の
苦
し
み
は
罪
に
対
す
る
懲
罰
で
あ
る
。」〔
39-

40
〕

　
苦
し
み
を
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
神
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
の
解
釈
は
、神
を
サ
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デ
ィ
ス
ト
と
み
な
す
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。ゼ
レ
は「
こ
の
神
に
対
す
る
現
代
の
抗
議
に
永
続
的
権
利

が
あ
る
の
は
、苦
し
み
、罪
の
な
い
者
の
苦
し
み
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、こ
の
場
合
、人
間
の
苦
し
み
の
範

囲
で
計
れ
ば
、
す
べ
て
の
者
が
『
罪
が
な
い
』
と
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」〔
40-

41
〕

　
Ｄ
・
ゼ
レ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
批
判
」
の
章
〔
51-

88
〕
を
「
苦
し
む
人
た
ち
の
記
録
」
で
始
め
、
ま
ず

第
１
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
と
ト
ラ
ク
ト
を
あ
げ
て
い
る
。〔
二
五
六
頁
の
注
６
と
８
、
そ
れ
に
つ
い
て
Ｋ
・
Ｆ
・
ダ

イ
バ
ー
の
「
説
教
の
テ
ー
マ
と
し
て
の
苦
し
み
」
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
一
九
七
八
年
〕　
第
２
は
、
現
代
の
十
字
架
の
神
学
を

*

槍
玉
に
あ
げ
て
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
。
ゼ
レ
は
モ
ル
ト
マ
ン
の
「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
」
一
九
七
九
年
を
、
サ

デ
ィ
ス
ト
の
神
と
言
う
命
題
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
〔
43-

45
〕
。
た
だ
し
、
彼
女
の
モ
ル
ト
マ
ン
批
判

は
最
近
、
Ｒ
・
シ
ュ
ト
ル
ン
ク
に
よ
っ
て
い
く
分
か
修
正
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ
・
ゼ
レ
は
、
権
威
的
な
父
親
―
像
を
思
い
浮

か
べ
て
い
る
点
、
ま
た
多
く
の
点
で
、
対
論
相
手
の
モ
ル
ト
マ
ン
と
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
神
を
、
あ
わ
れ
み
を
も
っ

て
上
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
苦
し
み
の
中
で
神
を
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る
と
い
う
基
本
的
意
図

に
お
い
て
対
論
相
手
と
一
致
し
て
い
る
。
彼
女
は
時
々
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
言
っ
て
い
な
い
こ
と
で
、
彼
に
責
任
を
押
し
つ

け
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
シ
ュ
ト
ル
ン
ク
は
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
の
本
「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
」

( M
ünchen,1979

に
つ
い
て
、
Ｍ
・
ヴ
ェ
ル
カ
ー
が
編
集
し
た
福
音
主
義
神
学
、
四
一
、
一
九
八
一
年
、
九
○
頁
以
下

[

79]

の
論
文
の
中
で
の
べ
て
い
る
。
わ
た
し
は
読
者
に
、
こ
の
よ
う
な
論
争
を
分
か
っ
て
も
ら
お
う
と
思
わ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
神
と
苦
し
み
の
関
係
に
つ
い
て
、
福
音
主
義
神
学
者
た
ち
の
間
で
、
ど
ん
な
に
活
発
に
時
に
は
好
戦
的
に
さ
え

な
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
か
、
読
者
に
知
っ
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ゼ
レ
は
、現
代
世
界
に
お
い
て
あ
て
は
ま
る「
キ
リ
ス
ト
以
後
の
ア
パ
テ
ィ
ー[ A

pathie

・
無
感

動
・
無
関
心]

」
と
い
う
批
判
を
取
り
上
げ
て
い
る
〔
51
〕
。
彼
女
の
命
題
は
「
痛
み
の
な
い
身
に
な
り
た
い
と

い
う
願
い
は
、死
に
た
い
と
願
う
こ
と
を
意
味
す
る
」と
い
う
も
の
で
あ
る
〔
57
〕
。「
ア
パ
テ
ィ
ー
は
苦
し
み
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の
不
能
性
の
一
形
式
で
あ
る
。そ
れ
は
あ
る
共
同
体
的
な
状
態
と
解
さ
れ
、そ
の
状
態
の
中
で
は
苦
し
み
を

避
け
る
こ
と
が
目
標
と
し
て
支
配
し
、そ
れ
で
関
係
や
接
触
一
般
を
避
け
る
こ
と
が
目
的
に
な
る
ほ
ど
な
の

で
あ
る
。
苦
悩
経
験
、
生
の
『
パ
サ
イ
（pathai

）』
が
退
け
ら
れ
る
の
で
、
生
の
パ
ト
ス
も
生
の
喜
び
の
強

さ
や
張
り
も
ま
た
消
え
る
。」〔
56
〕　
　

　
ア
パ
テ
ィ
ー
の
語
源
は
苦
し
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
苦
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
」こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。そ
し
て
、そ
れ
は
苦
し
み
を
避
け
る
こ
と
に
努
力
す
る
あ
ま
り
に
、人
間
的
な
関
係
や
ふ
れ
あ

い
を
避
け
る
こ
と
が
目
的
と
な
る
ほ
ど
に
人
々
を
駆
り
立
て
る
社
会
的
な
状
況
と
し
て
理
解
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
苦
し
み
の
体
験
と
同
時
に
、
人
生
の
「
感
動
」、
人
生
の
「
パ
ト
ス
」
ま
で
も
追
い

や
ら
れ
て
し
ま
い
、喜
び
の
強
さ
や
張
り
も
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
中
世
の
詩
人
、ハ
ル
ト
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
エ
が
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
、愛
す
る
が
ゆ
え
の
苦
し
み
を

知
ら
な
い
も
の
は
愛
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
愛
を
知
る
こ
と
は
な
い
。愛
と
苦
し
み
、こ
の
二
つ
は
だ

れ
も
引
き
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゼ
レ
は
キ
ュ
ン
ク
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
ア
パ

テ
ィ
ー
原
理
の
損
傷
に
つ
い
て
の
不
安
が
、福
音
書
的
キ
リ
ス
ト
像
の
切
断
に
つ
い
て
の
不
安
よ
り
も
強

か
っ
た
の
で
あ
る
。｣〔
64
〕[

80]

 
 

確
か
に
、
ア
パ
テ
ィ
ー
は
真
剣
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
ま
た
ユ
ン
ゲ
ル
と
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
も
、
こ
の

問
題
を
神
義
論
の
議
論
の
中
か
ら
発
展
し
た
神
の
死
の
神
学
の
議
論
の
中
で
取
り
上
げ
て
き
た
。[

81]

苦
し
ま
な
い
神
は
神

の
資
格
を
失
う
が
、
そ
れ
に
対
し
、
情
念
か
ら
解
放
さ
れ
、
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
人
は
そ
う
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
ア

ま
ん
え
ん

パ
テ
ィ
ー
は
蔓
延
し
て
い
る
。
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あ
ら
が

　
現
代
人
が
痛
み
を
宿
命
と
し
て
受
け
い
れ
て
い
る
こ
と
は
、人
の
力
で
は
抗
い
得
な
い
運
命
観
を
拒
否
す

る
キ
リ
ス
ト
教
の
苦
し
み
理
解
に
あ
き
ら
か
に
反
し
て
い
る
、と
ゼ
レ
は
言
う
。「
人
間
が
受
動
性
と
逃
走

か
ら
受
容( A

nnahm
e)

へ
と
移
る
よ
う
な
痛
み
の
転
化
は
、苦
し
む
者
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
痛
み
に
お

い
て
見
出
し
た『
強
さ
』( Stärke)

を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
、こ
う
い
う
神

学
思
想
は
、
そ
れ
が
政
治
的
形
態
を
と
っ
た
時
に
の
み
、
真
理
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。」〔
67
〕

　
苦
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
最
悪
の
形
は
苦
し
み
を
避
け
よ
う
と
す
る
個
人
の
願
望
に
お
い
て
で
は

な
く
、政
治
的
な
ア
パ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。そ
の
例
と
し
て
は
ベ
ト
ナ
ム
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
。「
ベ
ト
ナ
ム
が
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
」と
い
う
こ
と
は
、「
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な

い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。〔
68-

72
〕

　
こ
の
批
判
に
関
連
し
て
、
ゼ
レ
は
「
苦
し
み
と
言
語
」
の
関
係
を
指
摘
す
る
〔
89
〕
。
苦
し
む
人
た
ち
が
孤

立
か
ら
抜
け
出
す
道
は
、悲
嘆
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、変
革
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
と

す
る
連
帯
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。「
能
動
的
な
行
動
が
単
に
反
動
的
な
行
動
と
代
替
す
る
、
無
力
の
克
服

は
・
・
・
体
制
を
も
ま
た
変
革
す
る
こ
と
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
。」〔
107
〕
。
そ
の
場
合
は
絶
望
的
な
苦
し
み

さ
え
も
変
革
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。絶
望
的
な
苦
し
み
も
、人
々
が
互
い
に
そ
の
人
生
を
、ま
た
そ
の
苦

し
み
も
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、痛
み
を
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
こ
で
典
礼
文
は
新
た

な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。そ
の
特
徴
の
あ
る
表
現
形
式
の
中
で
、人
は
自
分
の
不
安
や
痛
み
を
、ま
た
幸
せ

さ
え
も
再
発
見
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
ア
パ
テ
ィ
ー
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る〔
105-

108
〕
。「
祈
り
と
い
う
の
は
一
つ
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の
全
体
的
な
行
為
で
あ
り
、そ
れ
に
お
い
て
人
間
は
ア
パ
テ
ィ
ー
的
に
甘
受
さ
れ
て
い
る
現
実
の
上
に
い
る

も
の
言
わ
ぬ
神
を
乗
り
越
え
て
、パ
ト
ス
的
に（pathetisch

）に
痛
み
と
幸
い
の
中
で
経
験
さ
れ
る
現
実
に

お
も
む

お
け
る
語
り
か
け
る
神
へ
と
往
く
の
で
あ
る
。こ
の
語
り
か
け
る
神
と
キ
リ
ス
ト
は
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
で
語
り
合

わ
れ
た
の
で
あ
る
。」〔
113
〕
。わ
た
し
た
ち
現
代
人
に
と
っ
て
、ゲ
ッ
セ
マ
ネ
で
抱
い
た
イ
エ
ス
の
死
の
不
安

こ
そ
、彼
の
尊
厳
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。と
い
う
の
は
、人
生
を
脅
か
す
す
べ
て
の
も
の
は
、ま
さ
に
神
と

お
び
や

の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
、基
本
的
な
信
頼
を
脅
か
す
ゆ
え
に
、ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
イ
エ
ス
の
経
験
は
破
滅
を

み
こ
こ
ろ

も
超
え
た
も
の
を
わ
た
し
た
ち
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
御
心
は
成
り
ま
し
た
。」「
苦
し
み
の

杯
は
強
化
の
杯
に
な
る
」(
124
）
同
意
の
経
験
で
あ
る
。

　
苦
し
み
が
ど
の
よ
う
に
し
て
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、詳
し
く
考
察
し
た
後
、

ゼ
レ
は
「
受
容
の
真
理
」
を
論
じ
る
。「
こ
の
立
場
の
強
み
は
そ
の
現
実
性
に
対
す
る
、
よ
し
悲
惨
な
も
の

で
も
そ
れ
に
対
す
る
関
係
に
あ
る
。苦
し
み
の
ど
の
よ
う
な
受
容
に
せ
よ
、在
る
が
ま
ま
の
も
の
の
受
容
で

あ
る
。ど
ん
な
形
の
苦
し
み
に
せ
よ
、そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
結
果
と
し
て
非
現
実
化
に
な
り
が
ち
で
あ

る
、そ
う
な
れ
ば
現
実
性
と
の
接
触
は
だ
ん
だ
ん
薄
く
な
り
、だ
ん
だ
ん
断
片
的
に
な
る
。苦
し
み
を
す
っ

か
り
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、生
一
般
を
拒
否
し
、ど
ん
な
関
係
に
も
は
い
ら
ず
自
分
を
傷
つ
き
え
な

*

い
も
の
に
で
も
し
な
い
限
り
は
」〔
127
〕
。
死
は
「
人
間
の
全
体
的
な
関
係
喪
失
」
で
あ
る[

82]

〔
ユ
ン
ゲ
ル
「
死
」〕。

神
は
、苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
を
罰
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。神
は
彼
ら
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。苦
し

ん
で
い
る
ゆ
え
に
、神
は
特
別
に
愛
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。こ
の
よ
う
な
古
く
か
ら
あ
る
神
義
論
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の
問
題
と
は
一
切
か
か
わ
り
が
な
い
。「
わ
た
し
の
こ
と
を
好
き
？
」と
い
う
子
ど
も
の
問
い
か
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。「
ど
う
す
れ
ば
人
間
は
神
へ
の
愛
を
実
現
で
き
る
か
」と
い
う
大
人
の
疑
問
な
の
で
あ
る
。〔
138
〕

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
Ｄ
・
ゼ
レ
は
「
生
命
を
愛
し
給
う
者
で
あ
る
そ
の
神
は
、
人
間
の
苦
し
み
を
欲
せ
ず
、

教
育
的
手
段
と
し
て
も
欲
せ
ず
、人
間
の
幸
福
を
欲
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」〔
156
〕
と
い
う
最
初
の
基
本
的
想

定
に
戻
っ
て
く
る
。こ
の
よ
う
に
、キ
リ
ス
ト
教
が
語
る
苦
し
み
の
肯
定
は
大
い
な
る
肯
定
の
一
部
で
は
あ

る
が
、た
と
え
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、人
生
の
肯
定
が
そ
の
背
後
に

消
え
て
し
ま
う
ほ
ど
に
唯
一
で
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　「
苦
し
み
の
受
容
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
変
え
え
な
い
も
の
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
強
い
も
の
に
身
を
屈
す
る
こ

と
と
は
け
っ
し
て
同
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、ゼ
レ
は
ヨ
ブ
の
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。受
容
と

は
ま
さ
に
、わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
強
く
な
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
過
程
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る〔
157
〕
。

「
苦
し
み
か
ら
の
出
発
」
は
聖
書
の
最
も
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ゼ
レ
に
と
っ
て
は
「
ヨ
ブ
は
神
よ
り
強

い
」〔
161
〕
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ヨ
ブ
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
の
苦
し
み
か
ら

導
き
出
さ
れ
た
神
を
信
頼
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
経
験
し
た
神
は
も
う
一
人
の
フ
ァ
ラ
オ
に
過
ぎ

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
苦
悩
を
造
る
者
」
か
ら
で
は
な
く
、
苦
し
む
者
だ
け
に
答
え
を
期
待
す
る
ゆ
え

に
、
ヨ
ブ
は
神
よ
り
も
強
い
の
で
あ
る
。〔
170
〕

　「
苦
し
む
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
」の
中
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
代
表
的
な
意
味
を
持
つ
復
活
の
物

語（
歴
史
）が
あ
る
。人
間
の
復
活
は
、復
活
者
自
身
に
と
っ
て
の
特
別
な
特
典
で
は
な
い
―
彼
が
ナ
ザ
レ
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の
イ
エ
ス
と
呼
ば
れ
よ
う
が
ど
う
で
あ
ろ
う
が
、特
典
で
は
な
い
。復
活
は
、自
ら
の
内
に
、万
人
の
た
め

の
、全
体
の
た
め
の
希
望
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」。「『
わ
た
し
は
死
ぬ
、だ
が
生
き
る
で
あ
ろ
う
。』と

言
っ
た
者
が
い
な
か
っ
た
な
ら
、『
わ
た
し
と
父
と
は
一
つ
で
あ
る
』と
言
っ
た
者
が
い
な
か
っ
た
な
ら
、望

み
な
く
黙
し
て
苦
し
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
は
な
ん
の
希
望
も
な
い
で
あ
ろ
う
。」。ゼ
レ
は
、「
ア
ウ
シ
ュ

ビ
ッ
ツ
の
よ
う
な
そ
ん
な
こ
と
を
、い
か
な
天
と
て
も
再
び
良
く
し
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。幸
い
に
も
、

し
か
し
、
よ
り
高
い
フ
ァ
ラ
オ
で
は
な
い
そ
の
神
は
、
自
ら
正
し
い
と
（
義
認
）
さ
れ
た
、
共
に
苦
し
ま
れ

る
こ
と
で
、十
字
架
に
共
に
死
な
れ
る
こ
と
で
」、そ
し
て
、「
神
は
わ
れ
わ
れ
の
手
以
外
の
手
を
も
っ
て
い

な
い
。」と
い
う
こ
と
を
ゼ
レ
は
強
調
し
た
〔
212-

214
〕
。苦
し
み
は
、犠
牲
に
な
っ
た
人
の
数
や
殺
害
の
種
類
を

問
う
て
比
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。そ
う
で
な
く「
関
連
さ
せ
ら
れ
う
る
唯
一
の
も
の
は
、人
間
に
加
え
ら

れ
る
苦
し
み
、彼
の
学
ぶ
と
い
う
こ
と
や
彼
の
変
革
な
ど
に
対
す
る
人
間
の
関
係
で
あ
る
。」「
キ
リ
ス
ト
教

的
解
釈
の
正
し
さ
は
、そ
れ
が
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
で
の
物
語
が
持
っ
て
い
る
も
の
を
支
持
し
、そ
れ
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、指
摘
で
き
る
」〔
208
〕
。神
は
創
造
を
完
成
す
る
た
め
に
、人
間
で
あ
る
わ
た

し
た
ち
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。だ
か
ら
、神
は
人
と
共
に
苦
し
み
、そ
し
て
、人
の
救
い
は
外
か

ら
、ま
た
上
か
ら
わ
た
し
た
ち
に
来
る
の
で
は
な
く
、わ
た
し
た
ち
の
内
に
、わ
た
し
た
ち
の
間
に
お
い
て

内
的
プ
ロ
セ
ス
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
の
章
、「
奴
隷
の
宗
教
」
の
中
で
は
、
苦
し
み
を
自
覚
的
に
受
け
た
人
た
ち
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。「
苦
し
ん
で
い
て
も
善
意
が
あ
り
痛
々
し
げ
に
は
な
ら
な
い
人
々
、自
由
意
志
で
他
人
の
た
め
に
苦
し
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み
を
自
ら
引
き
受
け
た
と
い
っ
た
人
々
」の
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
る〔
216
〕
。

　
ゼ
レ
は
ユ
ダ
ヤ
人
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
生
涯
を
と
り
あ
げ
、共
に
苦
し
む
連
帯
の
道
に
つ
い
て
書
い

て
い
る
。シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
彼
女
の
こ
こ
ろ
を
埋
め
つ
く
し
た
悲
惨
と
い
う
苦
し
み
の
意
味
に
つ
い

て
「
い
っ
た
い
な
ぜ
？
」
と
問
い
つ
づ
け
た
。「
こ
の[

神
の]

不
在
の
間
に
は
、
愛
し
う
る
で
あ
ろ
う
何
も

の
も
な
い
。」〔
220
〕

　「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」、つ
ま
り
、自
然
と
歴
史
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
そ
れ
に
矛
盾
す

る
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
思
考
形
式
と
し
て
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
不
正
義
を
、
破
滅
を
、
無
意
味
な
苦
し
み
を
見
る
―
わ
た
し
は
、
正
義
を
、
き
た
る
べ
き
解
放

を
、十
字
架
の
夜
に
生
ず
る
愛
を
信
じ
る
。｣

〔
224
〕
。十
字
架
と
復
活
は
、こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
プ
ロ
セ
ス
を

構
成
す
る
二
つ
の
要
素
で
あ
る
。

　
ハ
ン
ス
・
ア
ル
ベ
ル
ト
は
、
哲
学
者
と
神
学
者
の
教
条
主
義
に
つ
い
て
論
じ
た
「
批
判
的
理
性
に
つ
い
て
の
論
文
」
の

中
で
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
内
容
を
薄
め
て
し
ま
う
と
言
っ
て
非
難

し
て
い
る
。（Tübingen 1968,S.114,A

nm
.27

）
け
れ
ど
も
、
十
字
架
と
復
活
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る
限
り(

Ｄ
・

ゼ
レ
は
こ
の
表
現
を
い
つ
も
厳
密
に
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）、
神
学
者
は
こ
の
言
葉
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
ず
、
危

険
を
承
知
で
こ
の
よ
う
な
不
明
瞭
な
概
念
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
自
身
の
非
科
学
性
を
容
認
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
ゼ
レ
に
よ
る
と
、キ
リ
ス
ト
者
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
に
よ
っ
て
、す
で
に
死
を
通
り
抜

け
た
人
た
ち
で
あ
る
。「
も
う
だ
め
だ
」
と
い
う
関
係
を
絶
っ
て
し
ま
う
死
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で
は
無
意
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味
な
た
だ
の「
十
字
架
」と
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
―
わ
た
し
た
ち
が
ア
パ
テ
ィ
ー
に
自
然
の
な
り
ゆ
き
に

パ
ッ
シ
ョ
ン

ま
か
せ
た
死
と
、「
受
苦
」と
し
て
経
験
す
る
死
の
―
ど
ち
ら
を
と
る
の
か
と
い
う
選
択
が
残
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。復
活
と
は
、真
夜
中
で
も
神
を
信
じ
る
こ
と
を
や
め
な
い
魂
の
力
で
あ
り
、人
生
を
全
面
的

に
肯
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
ゼ
レ
に
よ
る
と
、「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
―
神
は
、
何
も
目
に
見
え
な
く
て
も
、
そ
の
と
き
で
も
、
わ
れ
わ
れ

を
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
―
は
将
来
を
主
体
的
に
可
能
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
な

か
っ
た
な
ら
ば
、将
来
は
だ
れ
に
と
っ
て
も
あ
る
の
で
は
な
く
、た
だ
そ
の
と
き
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
こ

ろ
の
関
心
の
あ
る
人
間
に
と
っ
て
の
み
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。」〔
234
〕
。「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
・
・
・
中
国
の

小
さ
な
幸
福
神
で
は
な
い
。イ
エ
ス
は
、パ
ン
を
増
や
し
病
人
を
治
し
て
す
べ
て
こ
の
幸
福
を
持
つ
こ
と
も

確
か
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
。イ
エ
ス
は
そ
の
代
わ
り
に
、苦
し
む
者
た
ち
と
同
一
化
し
、彼
ら
が
病
気
で
あ

る
か
ら
病
気
に
な
っ
た
。彼
ら
が
苦
し
む
者
で
あ
る
か
ら
苦
し
み
を
負
わ
れ
、死
に
勝
つ
た
め
に
み
ん
な
と

同
じ
よ
う
に
死
な
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。イ
エ
ス
の
道
に
従
い
行
く
と
い
う
の
は
、パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
堅
く

立
つ
こ
と
を
も
意
味
す
る
。も
ち
ろ
ん
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、厳
密
な
意
味
で
は
個
々
人
に
妥
当
す
る
範
疇
だ

と
い
う
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
言
い
、
ゼ
レ
は
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
例
に
よ
っ
て
次
の
よ
う

に
示
し
て
い
る
。「
あ
る
人
間
が
他
人
の
た
め
に
苦
し
む
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、他
人
の
代
わ
り
に
痛
み
を

受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
共
に
悲
し
む
こ
と
で
、
他
人
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、『
自
己
の
痛

み
を
も
っ
て
神
の
痛
み
に
奉
仕
す
る
』と
い
う
課
題
を
他
人
の
た
め
に
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。彼
は
苦
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し
み
を
だ
れ
か
他
人
の
た
め
に
何
か
を
産
み
出
す
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。そ
れ
は
成
人
し
た
個
々

人
に
引
き
渡
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。」〔
235-

236
〕

３
　
Ａ
・
Ｍ
・
Ｋ
・
ミ
ュ
ラ
ー
　「
苦
し
み
の
意
味
に
つ
い
て
」

　
行
為
者
の
ド
グ
マ
の
崩
壊

　
ミ
ュ
ラ
ー
は
苦
し
み
に
は
創
造
的
な
力
が
あ
る
、と
い
う
基
本
命
題[

83]

を
あ
げ
る
。そ
の
前
提
と
な
っ
て

い
る
彼
の
主
張
は
、変
革
は
常
に
行
動
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
で
あ
り
、そ
れ
に
対
し
て
苦
し
み
は
た
だ
受
動

的
な
だ
け
で
あ
る
と
い
う
私
た
ち
の
誤
っ
た
世
界
観
を
打
ち
壊
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
世
界
観
に
立
つ
た
め
に
、わ
た
し
た
ち
は
苦
し
み
を
行
動
に
よ
っ
て
取
り
除
く
た
め
に
、そ
し

て
、苦
し
み
を
解
釈
し
な
お
し
て
消
し
去
る
た
め
に
、苦
し
み
を
行
為
者
に
よ
る
申
し
渡
し
に
よ
っ
て
正
当

な
も
の
と
す
る
た
め
に
、罪
あ
る
者
が
苦
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
苦
し
み
を
軽
減
す
る
た
め
に
、全
精
力
を
注

ぎ
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
、苦
し
み
を
自
在
に
利
用
す
る
と
い
う
好

都
合
な
目
的
に
あ
わ
せ
て
苦
し
み
を
対
象
化
し
、適
宜
に
置
き
換
え
が
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
あ
ら
ゆ

る
行
動
の
目
標
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し
て
、ミ
ュ
ラ
ー
は
新
し
い
可
能
性
を
提
案
し
て
い

る
。苦
し
み
を
活
動
的
か
受
身
的
か
と
い
う
誤
っ
た
二
者
択
一
的
な
考
え
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
、行
為
者

の
ド
グ
マ
を
解
体
し
、非
行
為
者
が
経
験
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
、身
を
も
っ
て
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。「
苦

し
み
の
意
味
は
、ま
ず
、そ
こ
で
行
動
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
み
に
対
処
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、相
互
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作
用
と
し
て
、苦
し
み
を
ど
う
に
も
で
き
な
い
こ
と
が
よ
り
優
先
さ
れ
る
所
で
の
み
明
ら
か
に
な
る
」〔
三
一

一
頁
、
ゼ
レ
の
上
掲
書
一
四
頁
を
参
照
〕
と
考
え
ら
れ
る
。
構
造
的
な
も
の
と
個
人
的
な
も
の
が
交
じ
り
合
う
相

互
作
用
は
、も
し
そ
こ
に「
連
帯
」が
生
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
学
習
目
標（
Ｈ
・

Ｅ
・
リ
ヒ
タ
ー
参
照
）と
な
る
だ
け
で
な
く
、神
を
瞑
想
す
る
と
か
、自
分
自
身
を
瞑
想
す
る
と
い
う
一
個

人
の
最
小
単
位
の
関
係
に
お
い
て
も
、非
常
に
生
産
的
な
も
の
と
な
る(

312)

。生
き
る
か
死
ぬ
か
の
瀬
戸
際
の

苦
し
み
の
意
味
を
ミ
ュ
ラ
ー
は
個
々
の
伝
記
、社
会
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
科
学
の
大
変
革
、人
類
の
危
機

全
般
と
い
う
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
で
考
察
し
て
い
る
。

　
第
１
の
ス
テ
ー
ジ
で
、彼
は
個
人
の
諸
伝
記
に
見
ら
れ
る
苦
し
み
を
、司
法
と
医
学
の
例
を
あ
げ
て
説
明

し
て
い
る
。種
類
と
方
法
は
、裁
判
官
が
苦
し
み
を
取
り
扱
う
や
り
方
、医
師
が
苦
し
む
人
を
治
療
す
る
や

り
方
、こ
う
し
た
も
の
の
背
後
に
は
す
べ
て
特
定
の
思
考
モ
デ
ル
が
あ
る
。す
な
わ
ち
、「
被
害
者
」（
傷
つ

い
た
人
、
あ
る
い
は
病
人
）
は
「
代
替
不
可
能
な
内
的
プ
ロ
セ
ス
」
を
た
ど
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
行
為
者
」

(

裁
判
官
あ
る
い
は
医
師
）
は
「
代
替
可
能
な
外
的
プ
ロ
セ
ス
」
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
〔
ゼ
レ
の

一
四
頁
と
二
○
七
、
二
○
八
頁
を
参
照
〕。
ミ
ュ
ラ
ー
の
命
題
は
、
人
間
の
代
替
不
可
能
な
苦
し
み
に
対
す
る
申
立

て
で
あ
る
。苦
し
み
は
苦
し
む
人
自
身
に
お
い
て
の
み
、実
り
多
い
も
の
と
な
る
。イ
エ
ス
の
山
上
の
説
教

に
あ
る
よ
う
に
、苦
し
む
人
は
、自
身
の
苦
し
み
に
お
い
て
、新
し
い
認
識
を
得
、癒
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
ょ
う
け
い

で
き
る
。そ
こ
で
、苦
し
む
人
の
内
的
な
克
服
を
求
め
る
憧
憬
は
苦
し
み
の
意
味
を
求
め
る
問
い
と
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
る(

313)

。ミ
ュ
ラ
ー
は
こ
の
内
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
強
調
し
、そ
の
中
心
に
、Ｄ
・
ゼ
レ
と
同
じ
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基
本
的
な
考
え
を
置
い
た
。そ
の
よ
う
な
内
面
に
か
か
わ
る
、た
と
え
ば
、医
師
と
患
者
の
関
係
に
お
け
る

治
癒
の
プ
ロ
セ
ス
は
ひ
と
つ
の
挑
戦
で
あ
る
。ミ
ュ
ラ
ー
は
こ
れ
ま
で
の
行
為
者
に
い
く
ら
か
の
こ
と
を
要

求
し
、「
治
療
に
あ
た
る
」
医
師
に
は
、
彼
の
「
代
替
可
能
な
」
医
師
の
役
を
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
放
棄
し

て
、「
代
替
不
可
能
な
」苦
し
み
に
満
ち
た
被
害
者
の
身
に
な
っ
て
み
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。医
師
が
、患

者
の
負
っ
て
い
る
病
状
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、患
者
は
そ
の
受
容
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ
が
患

者
の
自
己
受
容
お
よ
び
代
替
不
可
能
な
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
前
提
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。(

314-

315)

　
イ
エ
ス
の
苦
し
み
は
、イ
エ
ス
が
苦
し
み
の
プ
ロ
セ
ス
を
、一
貫
し
て「
内
的
関
係
」と
し
て
と
ら
え
た

ゆ
え
に
特
別
で
あ
っ
た(
316)

。イ
エ
ス
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、苦
し
み
は
、創
造
的
に
変
化
し
て
い

く
力
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
こ
で
は
苦
し
み
が
新
た
な
苦
し
み
を
作
り
出
す
こ
と
な
く
、被
害
者

の
苦
し
み
が
代
替
不
可
能
な
ま
ま
で
あ
る
た
め
に
、そ
の
人
自
身
の
中
で
変
化
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
に
次
の
認
識
を
与
え
る
。「
苦
し
み
を
概
念
的
に
解
釈
す
る
の
で
な
く
、苦
し
み

を
苦
し
み
と
し
て
耐
え
、ま
た
、そ
こ
で
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
と
め
る
人
だ
け
が
、新
し
い
認
識
の
次
元
に
入

る
。そ
こ
で
は
新
た
に
与
え
ら
れ
た
未
来
に
お
い
て
苦
し
み
の
無
意
味
さ
が
突
然
に
意
味
あ
る
も
の
に
変
化

し
て
い
く
こ
と
を
知
る
。こ
の
経
験
の
生
々
し
さ
は
、も
う
概
念
的
に
そ
の『
原
因
を
問
う
』必
要
を
な
く

し
て
し
ま
う
。」(

317
）
。こ
の
意
味
で
、ソ
連
の
物
理
学
者
サ
ハ
ロ
フ
は
、人
間
の
生
命
に
被
害
を
及
ぼ
す
核
爆

発
実
験
の
停
止
に
失
敗
し
た
後
で
、「
こ
の
日
、
わ
た
し
を
と
ら
え
た
無
力
感
と
恐
怖
の
気
持
ち
は
、
わ
た

し
の
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
、そ
れ
は
現
在
の
世
界
観
に
い
た
る
道
に
大
き
な
影
響
を
与
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え
て
い
る
」
と
告
白
し
て
い
る
。(

317)

　
第
２
の
ス
テ
ー
ジ
で
、ミ
ュ
ラ
ー
は
、生
存
の
危
機
の
瀬
戸
際
に
お
け
る
苦
し
み
の
意
味
を
、科
学
に
お

け
る
共
同
の
認
識
の
根
本
的
転
換
か
ら
語
っ
て
い
る
。こ
こ
で
も
苦
し
み
は
危
機
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
形
を

と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る(

318)

。ク
ー
ン
は
、わ
た
し
た
ち
が
長
期
間
に
及
ぶ「
通
常
の
科
学
」と
短
期
間
に
起
こ

る「
科
学
革
新
」の
根
本
的
な
違
い
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、い
く
つ
も
の
事
例
を
あ
げ
て

示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
Ｃ
・
Ｆ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
を
次
の
よ
う

パ
ラ
デ
ィ
グ
マ

に
引
用
し
て
い
る
。「
一
般
的
に
科
学
的
な
革
新
の
前
に
は
支
配
的
な
規
範
の
危
機
が
先
行
し
て
い
る
。し

か
し
な
が
ら
、支
配
的
な
規
範
が
そ
の
誤
り
を
証
明
す
る
か
に
思
わ
れ
る
出
来
事
に
よ
っ
て
崩
壊
に
至
る
こ

と
は
な
い
。・
・
・
規
範
は
新
た
な
規
範
に
よ
っ
て
崩
壊
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」(

319)

。
ミ
ュ
ラ
ー
は
中
心

的
な
出
来
事
は
こ
こ
で
も
危
機
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
確
実
だ
と
思
わ
れ
て
い
る『
外

部
』
は
、
新
し
い
規
範
が
立
ち
上
が
る
に
先
立
つ
危
機
の
中
で
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
『
内
部
』
で
と
て

つ
も
な
い
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、そ
こ
で
想
像
を
絶
す
る
仕
方
で
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。科
学
の
危
機

に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
内
部
と
外
部
は
混
じ
り
合
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
科
学
者
は

ほ
ん
ろ
う

翻
弄
さ
れ
、無
力
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。け
れ
ど
も
、こ
の
よ
う
な
局
面
は『
最
も

本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
、あ
ら
ゆ
る
創
造
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
前
提
条
件
』で
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。」(

319)

　
　

ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
と
、苦
し
み
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、こ
の
よ
う
な
変
革
の
時
期
に
起
こ
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る
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
を
チ
ャ
ン
ス
に
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る(

320)

。危
機
は
、通
常
の
時
期
に
は

隠
さ
れ
て
い
る
も
の
、つ
ま
り
、苦
し
み
の
意
味
を
明
る
み
に
だ
す
。そ
れ
が
苦
し
み
の
意
味
で
あ
る
。危

機
は
「
人
が
不
可
避
的
に
近
づ
く
時
か
ら
逃
げ
、（
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
・
著
者
の
注
）
結
局
、
自
分
の
認

識
を
永
遠
に
保
と
う
と
し
、存
在
し
て
い
る
も
の
の
宿
命
で
あ
る
時
間
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
理
論
形
成
の
動
機
を
こ
こ
に
見
て
い
る
。「
理
論
は
時
を
と
ら

え
、保
存
し
、こ
の
凍
結
行
為
に
よ
っ
て
、時
を
い
つ
ま
で
も
保
存
し
よ
う
と
す
る
。」(

321
）
。そ
れ
に
対
し
て
、

ミ
ュ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。不
可
避
的
な
時
間
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
当
事
者
に
な
っ
て
当
惑

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
概
念
的
な
も
の-

さ
ら
に
は
思
考
そ
の
も
の-

の
無(

不
在
）
が
常
に
含

ま
れ
て
い
る
。「
そ
れ
ゆ
え
に
、苦
し
み
は
思
考
の
彼
岸
性
を
具
体
的
に
可
能
に
し
、そ
し
て
、そ
れ
に
よ
っ

て
ま
っ
た
く
新
た
な
認
識
の
地
平
で
の
思
考
を
可
能
に
す
る
深
淵
に
人
を
導
く
の
で
あ
る
。」(

321)

。こ
の
よ
う

な
創
造
性
は
、危
機
に
か
か
わ
っ
た
す
べ
て
の
人
た
ち
が
、そ
れ
以
前
の
思
考
を
十
字
架
に
か
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
可
能
と
な
る
。

　
最
後
に
第
３
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
、壊
滅
的
な
危
機
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
と
、わ

た
し
た
ち
は
人
類
生
存
の
初
め
て
の
危
機
に
全
面
的
に
直
面
し
て
い
る
。即
ち「
社
会
的
に
も
本
質
的
に
も

従
来
進
歩
と
よ
ば
れ
て
き
た
状
況
の
認
識
を
、今
後
客
観
的
に
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
が
問
題
で
あ

る
。」(

322)

。そ
こ
に
、彼
は
苦
し
み
の
も
う
一
つ
の
意
味
を
重
視
し
て
い
る
。「
そ
れ
は
長
い
歴
史
的
な
プ
ロ

セ
ス
の
な
か
で
客
体
化
の
外
部
関
係
へ
の
傾
向
か
ら
わ
た
し
た
ち
を
解
放
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
苦
し
み
の
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意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」(

323)

。新
し
い
可
能
性
は
、「
本
質
的
に
権
力
へ
の
意
志
か
ら『
自
由

に
な
っ
て
い
る
人
』」に
の
み
約
束
さ
れ
て
い
る
。山
上
の
教
え
は
、こ
う
い
う
人
た
ち
を「
柔
和
な
人
」と

呼
ん
で
お
り
、彼
ら
が
将
来
、人
間
的
な
関
係
を
つ
く
る
可
能
性
は「
被
害
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

を
認
識
す
る
道
」の
な
か
に
あ
る
。苦
し
み
の
意
味
は
開
か
れ
た
時
間
の
力
と
重
な
っ
て
い
る
。し
か
し
な

が
ら
、「
苦
し
み
の
な
い
認
識
と
い
う
最
後
の
砦
か
ら
外
に
出
る
」と
い
う
代
価
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。

 

４
　
ギ
ー
ス
ベ
ル
ト
・
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
　「
愛
の
代
価
」　

     

苦
し
み
に
つ
い
て
考
え
る

　
愛
す
る
人
は
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。グ
レ
シ
ャ
ー
ク
の
主
題[[ [[[

84]

は
こ
の
書
名
の
中
に
す
で
に
う
か

が
わ
れ
る
。そ
れ
は
ま
た
、愛
す
る
も
の
だ
け
が
苦
し
み
を
理
解
し
、考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

り
ゅ
う
ち
ょ
う

を
意
味
し
て
い
る
。著
者
は
序
文
の
中
で
、神
学
的
な
説
明
が
ど
ん
な
に
流
暢
で
く
わ
し
く
な
さ
れ
て
も
、

そ
の
価
値
は
、信
仰
と
希
望
と
愛
の
実
践
の
中
で
の
み
明
ら
か
に
で
き
る
と
言
っ
て
い
る
。

　
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
二
つ
の
問
題
を
４
つ
の
章
で
扱
っ
て
い
る
。
第
１
は
、「
苦
し
み
と
神
の
問
題
・
時
代

遅
れ
の
問
題
か
？
」(

１
章
）
と
い
う
神
学
的
で
抽
象
的
な
内
容
で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
「
創
造
と
苦
し
み
」

(

２
章
）
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
て
答
え
ら
れ
て
い
る
。
第
２
の
問
題
は
、
実
存
的
で
具
体
的
な
も
の
で
、

だ
い
か

「
代
価
は
高
す
ぎ
る
の
か
？
」(

３
章
）
で
あ
る
。
そ
の
答
え
が
、「
苦
し
み
の
克
服
」(

４
章
）
で
あ
る
。
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　「
苦
し
み
と
神
の
問
題
」と
い
う
設
問
に
つ
い
て
、「『
何
ゆ
え
の
苦
し
み
か
』と
い
う
人
間
の
根
本
問
題
が

い
つ
も
古
い
神
義
論
を
蒸
し
返
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」こ
と
を
認
め
た
上
で
、グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
キ
ュ
ン

ク
と
ツ
ァ
ー
ル
ン
ト[

85]

に
関
連
し
て
、神
義
論
が
今
日
で
は
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
と
言
っ

て
い
る
。こ
こ
数
十
年
に
お
け
る
ヨ
ブ
記
の
新
し
い
発
見
は
、こ
の
世
の
苦
し
み
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
あ

ら
ゆ
る
試
み
を
弁
護
の
余
地
な
く
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。ド
ロ
テ
ー
・
ゼ
レ
は
従
来
の
神
義
論
の
議
論
を

徹
底
的
に
批
判
し
て
お
り
、そ
れ
は
、ま
さ
に
社
会
学
者
ペ
ー
タ
ー
・
Ｌ
・
ベ
ル
ガ
ー
な
ど
の
研
究
に
欠
落

し
て
い
る
ナ
チ
ス
政
権
の
残
虐
行
為
に
対
す
る
神
学
的
応
答
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
と
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
と

ら
え
て
い
る
。(

13
）

　「
神
義
論
」
に
つ
い
て
の
単
純
な
賛
成
や
反
対
は
、
あ
ま
り
推
奨
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
神
は
苦
し
み
と
悪
と
ど
う

い
う
関
係
が
あ
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
を
広
い
意
味
で
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ゼ
レ
の
立
場
は
、
彼

女
の
反
対
者
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
は
「
神
が
苦
し
み
を
引
き
起
こ
す
原
因
な
の
か
？
」

と
言
う
意
味
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
神
の
人
格
的
な
言
葉
（
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
）
か
ら
で
な
く
、
因
果
率
に
基
づ
く
哲
学
的

議
論
か
ら
始
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
神
学
的
反
論
に
会
う
だ
ろ
う
。
ま
た
神
学
が
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に

立
っ
て
い
る
か
を
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
「
神
義
論
」
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
。

　
神
義
論
で
な
け
れ
ば
、何
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
神
学
は
、ど
の
よ
う
な
新
し
い
可
能
性
を
提
供
し
て
い
る

だ
ろ
う
か
？
今
日
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
、
神
の
苦
し
み
の
中
に
、
イ
エ
ス
の
生
と
死
の
中
に
、
ま
た
「
苦

し
み
を
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
栄
光
の
約
束
の
も
と
に
」語
る
キ
リ
ス
ト
論
が
支
配
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
実
現
す
る
は
ず
の
な
い
希
望
を
持
た
せ
る
一
時
し
の
ぎ
の
話
を
く
り
返
し
て
い
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る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？(

24
以
下
）
。グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
独
特
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
昔
か
ら
な
さ
れ

ま
と

て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
一
つ
に
纏
め
て
い
る
。そ
れ
と
同
時
に「
苦
し
み
を
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
、

苦
し
み
を
克
服
す
る
べ
き
で
あ
る
」(

26)

と
い
う
今
日
の
人
々
の
基
本
的
な
態
度
に
合
う
よ
う
に
ま
と
め
て
い

る
。

　「
苦
し
み
を
直
接
ま
た
間
接
に
神
か
ら
発
す
る
も
の
と
見
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
試
み
も
、
神
を
サ
デ
ィ
ス
ト
と
し
考
え

よ
う
と
す
る
危
険
を
も
っ
て
い
る
」〔
ゼ
レ
の
前
掲
書
四
二
頁
〕
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
に
と
っ
て
ま
っ

た
く
無
縁
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ゼ
レ
の
人
格
神
論
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
一
貫
し
て
反
対
し(

13)

、「
神
義
論
に
つ
い
て
否
定
的

な
見
解
」
を
全
体
と
し
て
見
て
批
判
す
る
立
場
で
あ
る(

14-

19)

。
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
い
く
つ
か
の
点
で
、
キ
ュ
ン
ク
と
一

致
し
て
い
る(

16
以
下
）
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
、
と
り
わ
け
、
反
省
を
体
験
か
ら
分
離
し
て
解
釈
す
る

と
こ
ろ
に
「
い
く
つ
か
の
疑
問
」
を
呈
し
て
い
る(

20
）
。「
考
え
る
」
こ
と
を
「
体
験
」
か
ら
分
け
な
い
、「
体
験
」
を
理

解
か
ら
引
き
離
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
言
う
の
は
確
か
に
正
し
い
。
神
学
的
反
省
こ
そ
信
仰
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

り
、
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、
実
践
的
な
解
決
の
枠
組
み
を
理
論
と
し
て
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。(

22)

　
と
は
い
え
、グ
レ
シ
ャ
ー
ク
の「
創
造
と
苦
し
み
」と
い
う
構
想
に
は
伝
統
的
な
要
素
を
含
ん
だ
神
義
論

の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
神
の
全
能
」「
神
の
義
」「
す
べ
て
の
苦
し
み
は
罪
に
対
す
る
罰
で
あ
る
」

(

上
掲
書
35
）
と
い
う
三
つ
の
公
理
に
対
す
る
ゼ
レ
の
酷
評
は
、
彼
に
も
あ
て
は
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
は
基

本
的
に
、苦
し
み
の
二
つ
の
種
類
を
区
別
す
る
。そ
の
第
１
は
、わ
た
し
た
ち
人
間
が
、わ
た
し
た
ち
自
身

に
、
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身
に
、
わ
た
し
が
他
の
人
に
、
他
の
人
が
わ
た
し
に
、
加
え
る
苦
し
み
で
あ
る
。

第
２
に
、現
実
に
あ
る
構
造
、神
学
的
に
言
え
ば
創
造
の
始
め
か
ら
わ
た
し
た
ち
の
身
に
起
こ
る
苦
し
み
で
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あ
る(

24)

。そ
の
背
後
に
は
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
か
つ
て
言
っ
た
悪
の
三
つ
の
種
類(

形
而
上
の
、物
質
的
な
、

道
徳
的
な
種
類
）を
単
純
に
し
た
も
の
が
あ
る
。そ
れ
は
苦
し
み
の
主
観
的
な
場
所
と
客
観
的
な
場
所
を
分

さ
ま
つ

け
る
と
い
う
瑣
末
な
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
１
の
苦
し
み
の
種
類
に
つ
い
て
、人
が
原
因
で
起
こ
る
苦
し
み
は
人
間
自
身
に
責
任
が
あ
る
。そ
れ
は

わ
た
し
た
ち
自
身
の
罪
、わ
た
し
た
ち
人
間
同
士
の
罪
、そ
し
て
人
類
全
体
の
罪
で
あ
る(

39)

。人
間
に
自
由

を
与
え
た
全
能
の
創
造
者
で
あ
る
神
に
、苦
し
み
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
む
こ
と
は
で
き
な
い
。こ

れ
は
、神
の
全
能
と
い
う
概
念
を
無
限
の
能
力
と
み
な
す
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
は
神
が
お
こ
な
お
う
と
す
る

事
を
は
っ
き
り
と
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
神
の
意
志
を
無
視
し
た
と
ら
え
方
で
あ
る
。グ
レ
シ
ャ
ー
ク
の
批
判

は
、た
と
え
ば
、神
は
三
角
形
の
円
や
、木
製
の
鉄
、あ
ら
ゆ
る
も
の
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
全
能

の
概
念
規
定
か
ら
す
べ
て
の
こ
と
を
要
求
可
能
と
し
て
き
た
ス
コ
ラ
学
や
そ
の
後
の
教
義
学
に
向
け
ら
れ
て

い
る(

28)

。
け
れ
ど
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
神
の
全
能
は
、
古
い
神
学
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
神
の
全
能

の
限
界
を
無
矛
盾
性
と
と
ら
え
る
と
い
う
点
で
限
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。そ
う
で
あ
る
か
ら
、神
は
そ
の

全
能
の
力
に
よ
っ
て
被
造
物
に
自
由
を
与
え
、そ
れ
と
同
時
に
苦
し
み
か
ら
守
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は
無
意

味
で
あ
る
。グ
レ
シ
ャ
ー
ク
の
命
題
は「
神
が
被
造
物
の
自
由
を
望
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、そ
こ
に
苦
し
む
可

能
性
も
必
然
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」と
い
う
も
の
で
あ
る(

29)

。彼
は
、か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
の
奥

底
に
ま
で
染
み
入
る
痛
み
と
い
う
過
度
の
苦
し
み
が
あ
っ
て
初
め
て
、何
を
も
っ
て
罪
と
呼
ぶ
の
か
、罪
と

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
、そ
し
て
、ど
れ
ほ
ど
に
わ
た
し
た
ち
が
自
分
自
身
や
他
人
を
罪
に
巻
き
込
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ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
と
疑
念
を
呈
し
て
い
る(

38
）
。

　
こ
こ
で
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
教
会
教
義
学
第
２
巻
１
の
説
明
が
神
の
全
能
の
神
学
を
理
解
す
る
助
け
に
な
る
。
特
に
、

神
の
全
能
の
限
界
が
あ
っ
て
も
矛
盾
で
は
な
い
神
の
自
由
と
と
ら
え
る
問
題
に
つ
い
て
、
ス
コ
ラ
学
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
昔
の
教
義
学
者
た
ち
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
神
は
、
千
篇
一
律
的
に
、
何
の
区
別
も
な
し
に
す
べ
て

の
こ
と
を
な
し
給
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
た
だ
、
神
に
と
っ
て
（
そ
れ
故
に
ま
こ
と
に
）
可
能
な
こ
と

を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
今
や
ま
さ
に
、
神
の
全
能
の
い
か
な
る
制
限
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
も
っ
て
神
の
全
能
が
神
の
全
能
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
実
在
の
全
能
と
し
て
、
言
い

表
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
次
の
こ
と
―
神
が
「
す
べ
て
」
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
く
、
不
可
能
な
も
の
の
可
能

性
は
、
無
力
さ
の
力
は
、
神
に
と
っ
て
疎
遠
で
あ
り
、
神
の
本
質
と
働
き
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
―
の
中
で

こ
そ
、
神
の
全
能
は
全
能
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
、
す
べ
て
の
も
の
の
中
で
の
、
現
実
の
力
で
あ
る
」〔「
教

*

会
教
義
学
」
一
七
二
頁
〕。「
わ
れ
わ
れ
は
事
実
、
断
固
と
し
て
次
の
こ
と
を
堅
く
と
っ
て
離
さ
な
い
で
い
な
け
れ
ば
な
ら

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

な
い
。
神
が
、
た
だ
神
だ
け
が
、
決
定
的
に(

神
が
神
ご
自
身
で
あ
る
た
め
に
）、
神
ご
自
身
に
と
っ
て
、
し
か
し
ま
さ
に

そ
れ
と
共
に
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
何
が
可
能
で
あ
り
、
何
が
可
能
で
な
い
か
に
つ
い
て
、
自
由
に
処
理
し
、
決
定
す
る
と

い
う
こ
と
の
中
で
、
神
は
全
能
者
で
あ
り
給
う
、
と
。
神
を
確
証
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
は
神
ご
自
身
に
と
っ
て
可

能
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
そ
も
そ
も
、
従
っ
て
ま
た
造
ら
れ
た
世
界
の
内
部
で
も
、
可
能
で
あ
る
」〔「
教
会
教
義
学
」
同

**

上
一
七
五
頁
〕。

　
苦
し
み
の
第
１
の
種
類
が
、被
造
物
と
し
て
の
存
在
の
裏
面
に
人
間
の
責
任
と
し
て
あ
る
一
方
で
、「
構

造
的
な
苦
し
み
」と
い
う
第
２
の
種
類
は
人
間
の
自
由
と
罪
か
ら
で
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。な
ぜ
な
ら
ば
、

人
間
は
そ
れ
を
す
で
に
与
え
ら
れ
た
世
界
の
中
に
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
は
創
造
の
時
点
で
す
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で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
昔
の
神
学
は
、
こ
の
よ
う
な
「
肉
体
の
苦
し
み
」
を
「
倫
理
的
」

な
問
題
、
つ
ま
り
、
罪
に
由
来
す
る
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る
「
客
観
的
な
」
苦
し

み
が
罪
に
対
す
る
罰
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た(

39
以
下)

。こ
の
こ
と
は
、今
日
の
わ
た
し
た
ち
に
は
受
け
入
れ

が
た
い
罪
の
客
体
化
で
あ
る
。グ
レ
シ
ャ
ー
ク
に
と
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、ま
さ
に「
構
造
的

な
」苦
し
み
を
神
学
的
に
扱
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。ま
た
構
造
的
な
苦
し
み
に
つ
い
て
の「
純
粋
に

終
末
論
的
な
答
え
」は「
深
い
意
味
を
も
た
な
い
哲
学
的
考
察
」と
し
て
退
け
て
お
り
、そ
れ
に
代
わ
っ
て
、

構
造
的
苦
し
み
を
生
み
出
し
て
い
る
世
界
の
「
内
的
意
味
」
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る(

39
以
下)

。
ま

た
、グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
そ
こ
で
タ
イ
ル
ハ
ー
ド
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
る
。苦
し
み
は
進
化

の
不
可
避
的
な「
副
産
物
」で
あ
り
、人
間
以
外
の
進
化
に
あ
っ
て
も
す
で
に
、太
古
よ
り
自
由
の
代
償
は

ぎ
ょ
う
こ
う

支
払
わ
れ
て
き
た
。す
な
わ
ち
実
験
や
僥
倖
、労
働
や
努
力
が
進
化
を
推
し
進
め
て
き
た
。生
命
自
体
が
い

わ
ゆ
る
「
ト
ラ
イ
ア
ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
」
の
も
と
に
あ
り
、
最
終
的
な
成
功
の
影
に
は
無
数
の
失
敗
が

あ
る
の
が
常
で
あ
る
。進
化
の
始
ま
り
は
構
造
上
の
欠
陥
や
物
理
的
な
異
常
で
あ
り
、ま
た
傷
つ
き
や
す
い

肉
体
の
痛
み
が
発
生
し
、さ
ら
に
、精
神
の
苦
し
み
や
悪
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
、こ
の
精
神
は

自
ら
探
求
し
選
択
す
る
。「
進
化
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
私
た
ち
の
な
か
で
も
、
わ

た
し
た
ち
の
ま
わ
り
で
も
、悪
が
生
ま
れ
、悪
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、い
つ
も
新
た
に
生
ま
れ
続
け
て
い
る
。」

(

45)

　
そ
こ
で
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
同
じ
事
を
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
進
化
と
い
う
も
の
は
あ
る
意
味
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が
ん

で
、
癌
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
進
化
が
自
由
を
前
提
と
し
て
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
決
定
的
で
必
然
的
な

た
わ
む

も
の
、
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
進
化
が
戯
れ
で
あ
り
、
可
能
性
の
試
み
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
当
然
の
結

果
で
あ
る
。」
彼
は
立
論
の
根
拠
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
神
が
、
人
間
の
自
由
を
、
神
と
そ
の
被
造
物
の
間

の
愛
を
可
能
に
す
る
条
件
に
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
人
間
が
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
世
界
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
こ
に
同
時
に
自
由
の
た
め
の
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
が
付
随
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
構
造
的
な
苦
し
み
が

必
然
的
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。」(

46)

　
そ
の
よ
う
に
神
は
人
間
の
自
由
を
愛
の
条
件
と
考
え
、つ
ま
り
、人
間
は
世
界
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、

自
由
は
構
造
的
な
苦
し
み
を
、必
然
的
に
そ
の
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
と
し
て
も
っ
て
い
る(

46)

。苦
し
み
は
、善
き

創
造
者
に
対
し
て
あ
れ
こ
れ
抗
議
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、む
し
ろ
苦
し
み
は
自
由
の
代
価
で
あ
り
、愛
の

代
価
な
の
で
あ
る
。苦
し
み
の
な
い
愛
は
あ
り
え
な
い
。そ
れ
自
身
が
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
っ

て
、神
が
全
能
の
力
に
よ
っ
て
苦
し
み
を
防
ぐ
よ
う
な
こ
と
を
す
る
な
ら
ば
、愛
を
無
に
等
し
い
も
の
に
し

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
は
ま
だ
過
去
の
神
義
論
の
痕
跡
が
多
く
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。グ
レ
シ
ャ
ー
ク
が
声
を
強
め
て

「
否
、神
は
絶
対
に
苦
し
み
を
望
ん
で
い
な
い
」(
51)

と
言
う
の
も
理
解
で
き
る
。代
価
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
で

は
な
い
の
か
？
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
神
学
上
の
先
駆
者
と
同
じ
く
、ヨ
ブ
の
古
典
的
な
例
を
あ
げ
、同
じ
く
、

ド
フ
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。ま
た
Ｄ
・
ゼ
レ
と
共
に
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ

ユ
を
反
逆
者
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
、今
日
の
新
し
い
解
釈
の
中
に
、世
界
に
あ
ま
り

か
か
わ
ろ
う
と
し
な
い
神
、
ま
た
は
、
神
が
低
次
元
の
事
象
に
か
か
わ
れ
ば
、
創
造
者
は
傷
つ
く
と
い
う
、
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そ
う
い
う
神
概
念
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る(

52)

。世
界
は
、罪
に
根
ざ
し
て
い
る
苦
し
み
に
対
す

る
闘
い
に
お
い
て
、さ
ら
に
新
た
な
苦
し
み
を
も
た
ら
す
罪
深
い
世
界
に
属
し
て
い
る
。そ
れ
に
対
し
て
、

自
発
的
に
受
け
入
れ
る
苦
し
み
、ま
た
苦
し
む
人
と
共
に
耐
え
て
連
帯
す
る
よ
う
に
な
っ
た
苦
し
み
は
、罪

と
罪
に
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
を
内
的
に
変
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
苦
し
み
は
愛

か
ら
生
ま
れ
る
苦
し
み
、神
に
仕
え
る
苦
し
み
へ
と
変
わ
る
。グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
、自
発
的
に
共
に
苦
し
む

こ
と
（
ヘ
ブ
ラ
イ
２
・
18
）
に
お
い
て
、
苦
し
み
の
前
に
道
が
開
か
れ
て
い
く
と
言
う
。「
復
活
は
子
の
十

し
よ
う

字
架
に
対
す
る
父
の
答
え
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
止
揚
す
る
出
発
点
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
、
神

は
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、苦
し
み
に
対
す
る「
十
分
な
代
価
」を
支
払
っ
た
の
で
あ
る
。そ
れ
故
に
苦
し
む
人

は
だ
れ
で
も
神
の
愛
の
中
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。神
が
共
に
苦
し
む
こ
と
の
中
に
お
い
て
、人
は

苦
し
み
と
闘
う
力
、苦
し
み
の
中
で
耐
え
る
力
、ま
た
そ
こ
に
意
味
を
求
め
る
力
を
見
出
す
の
で
あ
る
。(

57)

　
最
後
に
「
苦
し
み
の
克
服
」
の
章
に
あ
る
「
苦
し
み
は
最
終
的
に
は
克
服
さ
れ
る
」
と
い
う
文
は
、
終
末

論
的
に
だ
け
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、（
最
終
地
点
と
し
て
の
）終
末
に
す
べ
て
を
結
び
つ
け
る
も
の
で

は
な
い
。そ
う
で
は
な
く
、グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。成
就
と
い
う
こ
と
は
、現
在

も
す
で
に
働
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、一
つ
ず
つ
実
現
す
る
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
愛
が
共
に
苦
し
む
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
く
小
さ
な
そ
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
。

　
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
最
後
に
そ
の
ス
テ
ッ
プ
を
あ
げ
る
。

―「
一
人
の
取
り
組
み
や
社
会
改
善
に
よ
っ
て
、と
り
わ
け
共
に
苦
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
」(

61)

苦
し
み
を
除
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い
て
い
く
一
歩
で
あ
る
。

―
耐
え
ら
れ
な
い
苦
し
み
の
中
で
、破
壊
的
な
攻
撃
性
や
あ
き
ら
め
に
つ
な
が
る
孤
独
に
対
し
て
が
ま
ん

　
す
る
こ
と
。そ
れ
に
よ
っ
て
、苦
し
み
は
創
造
的
に
変
容
す
る
可
能
性
を
も
つ（
ミ
ュ
ラ
ー
を
参
照
）。　

　
そ
の
点
に
関
し
て
、彼
は
パ
ウ
ロ
の
言
葉
、Ⅱ
コ
リ
ン
ト
４
・
8
と
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
６
・
９
を
示
し
て
い
る
。

―
避
け
ら
れ
な
い
苦
し
み
は
人
間
の
生
涯
に
お
い
て
肯
定
的
な
位
置
づ
け
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。そ
れ
は

　
苦
し
み
に
対
し
て
、神
へ
の
愛
の
中
で
、他
者
の
苦
し
み
と
連
帯
す
る
こ
と
の
な
か
で
耐
え
る
こ
と
で
あ

　
る
。「
痛
み
を
苦
し
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
は
、
人
生
を
生
き
て
き
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
・
・
・
」（
キ
ユ

　
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
）。あ
る
特
定
の
苦
し
み
が
簡
単
に
避
け
ら
れ
る
社
会
か
ら
一
体
何
が
生
れ
る
だ
ろ
う
か
？

　〔
ゼ
レ
58
〕

―
祈
り
に
対
す
る
神
の
答
え
は
全
く
隠
さ
れ
て
い
て
、
祈
り
の
中
で
、
神
が
い
る
こ
と
を
、
神
が
働
い
て

　
い
る
こ
と
を
鋭
敏
に
見
る
目
を
も
っ
た
者
だ
け
が
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
、
あ
ら

　
ゆ
る
期
待
や
理
想
を
は
る
か
に
超
え
た
奇
跡
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。(

69)

　
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
の
最
後
の
命
題
は
、次
の
通
り
で
あ
る
。「
神
は
悪
と
苦
し
み
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。な

ぜ
な
ら
、そ
れ
ら
の
可
能
性
は
被
造
物
の
自
由
と
一
人
ひ
と
り
の
愛
の
裏
面
と
し
て
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。け
れ
ど
も
、こ
の
よ
う
な
苦
し
み
の
世
界
の
中
に
神
自
身
が
入
っ
て
く
る
の
は
、人
々
が
自
分
の
手
で

苦
し
み
を
愛
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
、苦
し
み
を
止
揚
す
る
た
め
で
あ
る
。今
は
部
分
的
で
あ
る
が
、最
後
に
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は
完
全
に
な
る
」。(

70)[

86]

５
　
神
学
を
考
え
問
う

　
こ
こ
に
あ
げ
て
き
た
苦
し
み
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
学
的
取
り
組
み
の
な
か
に
、伝
統
的
な
苦
し
み

に
つ
い
て
の
教
え（
あ
る
い
は
、そ
れ
に
関
連
し
た
事
柄
）と
の
関
連
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
困
惑

を
覚
え
る
キ
リ
ス
ト
者
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。確
か
に
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
神
学
的
見
解
の
多
く
は
従

来
神
学
者
た
ち
が
語
っ
て
き
た
少
な
く
な
い
部
分
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。さ
ら
に

Ｅ
・
ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
と
Ｗ
・
シ
ュ
ラ
ー
ゲ
の
「
苦
し
み
」（
一
九
七
七
）
な
ど
を
読
み
な
お
し
て
み
る

と
、「
神
の
意
志
」
の
章
で
は
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
目
立
っ
て
は
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
何
事
も
神
の「
思
考
の
意
志
」を
中
心
に
し
て
起
こ
っ
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

も
し
神
に
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、神
を「
サ
デ
ィ
ス
ト
」、「
死
刑
執
行
人
」と
み
な
す
こ

と
に
な
る（
ゼ
レ
）。 

ゲ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
と
シ
ュ
ラ
ー
ゲ
は
、こ
の
結
論
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。「
苦

か
な

し
み
は
も
と
も
と
神
の
意
志
に
よ
っ
て
存
在
す
べ
き
も
の
で
な
く
、ど
ん
な
苦
し
み
も
神
の
意
志
に
適
っ
て

は
い
な
い
と
い
う
知
識
に
た
ど
り
つ
く
。」(

204-

207)[
87]

　
新
約
聖
書
は
「
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
苦
し
み
を
（
も
）
テ
ー
マ
に
し
て
は
な
い
」
と
い
う
結
論
に

至
る(

210)

　

。最
近
の
キ
リ
ス
ト
教
教
義
学
の
著
作
を
見
て
も
、そ
こ
に
苦
し
み
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
さ
ほ

ど
見
つ
か
ら
な
い
。わ
た
し
た
ち
は
、
神
が
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
受
け
入
れ
た
よ
う
に
、一
人
ひ
と
り
が
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人
間
に
起
因
す
る
苦
し
み
に
対
す
る
神
の
無
力
さ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。す
な
わ
ち
、神
は
人

間
に
よ
っ
て
言
葉
に
あ
ら
わ
せ
な
い
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、そ
う
い
う
解
釈
で
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。「
も
し
神
が
苦
し
む
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
神
に
と
っ
て
何
な
の
だ
ろ
う
」
と
多
く
の

人
は
非
難
す
る
か
も
し
れ
な
い
。神
は
た
だ
超
越
者
と
し
て
そ
う
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
か
。神
の
苦
し

み
は
、人
々
を
十
分
に
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。本
当
は
神
の
力
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、神
が
負
う

苦
し
み
は
軽
く
な
る
は
ず
で
は
な
い
か
。だ
が
、神
は
も
っ
ぱ
ら
、あ
な
た
や
わ
た
し
の
も
と
で
、人
々
と

そ
の
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
際
限
の
な
い
苦
し
み
を
受
け
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、信
仰
と
は
神
を
憐
れ
む
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

　
苦
し
み
は
、今
日
で
は
、あ
ら
ゆ
る
か
か
わ
り
を
失
っ
た
絶
望
、絶
対
的
に
逃
げ
道
の
な
い
孤
立
と
い
う

も
う
一
つ
の
意
味
を
持
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。け
れ
ど
も
、人
が
力
尽
き
た
と
こ
ろ
で
、人
が
神
と
出
会
う

と
い
う
こ
と
を
、神
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。さ
ら
に
は
、絶
望
さ
え
も
が
信
仰
の
契

機
と
な
る
。「
力
は
弱
さ
の
中
で
こ
そ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
の
だ
。」（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
一
二
・
九
）。そ
の
よ
う

に
パ
ウ
ロ
は
自
分
の
苦
し
み
の
中
で
キ
リ
ス
ト
の
そ
ば
に
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。見
捨
て
ら
れ
た
孤
独

な
人
た
ち
は
信
仰
に
よ
っ
て
自
分
が
神
の
そ
ば
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
体
験
す
る
。さ
ら
に
不
思
議
な
こ
と

に
は
、彼
ら
の
傍
ら
で
共
に
耐
え
て
い
る
人
が
そ
ば
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
同
様
の
体
験
を
す
る
。多
く

の
伝
記
に
お
い
て
、神
が
そ
ば
に
い
て
守
っ
て
い
る
こ
と
、ま
た
、た
と
え
十
分
で
な
く
て
も
人
の
ケ
ア
が

危
機
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
体
験
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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わ
た
し
は
平
信
徒
で
あ
っ
て
こ
こ
に
あ
げ
た
著
者
た
ち
の
よ
う
な
神
学
的
知
識
は
も
っ
て
い
な
い
が
、こ

こ
に
あ
げ
た
自
身
の
苦
し
み
や
共
に
苦
し
ん
だ
こ
と
を
反
映
し
た
、深
く
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
人
間
の
苦
し

み
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
感
動
を
覚
え
る
。し
か
し
な
が
ら
、そ
こ
に
足
り
な
い
も
の
も
感
じ

て
い
る
。伝
記
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
守
り
と
ケ
ア
が
一
体
と
な
っ
た
他
に
置
き
換
え
の
き
か
な
い
体
験
に

つ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
も
っ
と
な
い
も
の
か
と
今
な
お
さ
が
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
出
て
く
る
。

―「
苦
し
み
の
神
学
」は
、人
と
人
と
の
関
係
の
双
方
の
立
場
を
重
要
な
経
験
と
し
て
受
け
と
め
な
い
ま
ま

　
で
構
想
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

―
神
が
人
間
に
与
え
た
関
係
能
力
は
神
学
の
中
で
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
？

―
こ
の
能
力
を
押
さ
え
込
む
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
二
面
的
な
力
が
人
間
に
常
に
働
い
て
い
る
の
か
と
い
う

　
こ
と
を
神
学
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

　
　
キ
リ
ス
ト
者
と
い
え
ど
も
物
質
的
な
価
値
や
仕
事
、ま
た
業
績
を
過
大
に
評
価
す
る
と
い
う
時
代
の
傾

　
向
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。そ
し
て
さ
ら
に
、あ
ら
ゆ
る
科
学
の
根
底
に
あ
る
知
性
の
創
造
的
力

　
も
人
間
的
な
生
活
の
関
係
能
力
を
脅
か
し
て
い
る
。
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―
人
と
人
が
か
か
わ
る
特
別
な
関
係
能
力
と
い
う
問
題
を
、科
学
性
を
失
わ
な
い
で
議
論
す
る
と
い
う
こ
と

　
は
諸
学
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
神
学
の
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
教
育
に
お
い
て
も
、わ
た
し
た
ち
は
科
学
を
過
大
視
し
て
、そ
れ
が
実
生
活
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
気
づ
き
始
め
て
い
る
。し
か
し
、そ
の
た
め
の
取
り
組
み
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。科
学
に
お
い
て
だ
け

で
は
な
く
、わ
た
し
た
ち
の
実
生
活
に
お
い
て
も
、失
わ
れ
つ
つ
あ
る
関
係
能
力
は
、苦
し
み
と
、共
に
苦

し
む
と
い
う
条
件
の
下
で
の
み
成
長
し
強
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。わ
た
し
た
ち
は
伝
記
類
を
通
し

て
出
会
っ
た
危
機
に
苦
し
む
人
々
の
中
に
、他
者
と
の
生
活
の
密
度
を
感
じ
る
。こ
れ
に
対
し
て
、わ
た
し

た
ち
は
、「
健
康
」
で
あ
っ
て
「
生
活
力
旺
盛
な
人
」
に
は
（
彼
ら
は
ま
だ
自
分
の
抱
え
る
問
題
に
気
づ
い

て
い
な
い
の
で
）、こ
の
よ
う
な
生
活
の
密
度
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。

　
わ
た
し
た
ち
の
脅
か
さ
れ
た
世
界
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
探
求
に
お
い
て
、苦
し
む
人
に
対
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
の
ケ
ア
、つ
ま
り
、危
機
の
な
か
で
共
に
耐
え
抜
く
と
い
う
こ
と
は
、見
通
し
の
立
て
ら
れ
な
い

道
で
あ
る
が
、そ
れ
は
ま
た
、マ
タ
イ
福
音
書
二
五
章
三
四-

四
○
節
に
言
わ
れ
て
い
る
意
味
で
、新
し
い

未
来
を
切
り
開
く
道
で
も
あ
る
。そ
し
て
、特
別
に
大
げ
さ
な
行
動
で
は
な
く
、む
し
ろ
苦
し
む
人
と
ケ
ア

を
す
る
人
の
双
方
が
共
通
す
る
困
窮
を
わ
き
ま
え
て
な
さ
れ
る
些
細
な
助
力
が
こ
の
変
革
を
惹
き
起
こ
す
の

で
あ
る
。

　
ル
タ
ー
の
神
学
に
関
す
る（
ゲ
ル
タ
・
シ
ャ
ル
フ
ェ
ン
オ
ル
ト[
88]

の
）研
究
は
、わ
た
し
た
ち
の
時
代
に
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お
い
て
、人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
関
係
能
力
の
意
義
を
、宗
教
改
革
の
時
点
か
ら
改
め
て
発
見
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

　
今
日
、わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、苦
し
ん
で
い
る
人

た
ち
が
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
体
験
す
る
孤
独
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
、そ
れ
は
神
学
の

喪
失
と
、
わ
た
し
た
ち
が
人
間
で
あ
る
た
め
の
関
係
能
力
の
重
要
な
意
味
を
見
落
と
し
、
捨
て
去
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
わ
た
し
た
ち
の
人
生
に
お
い
て
学
ぶ
こ
と
に
終
り
は
な
く
、た
と
え
自
分
の
運
命
を
受
容
す
る
に
い
た
っ

た
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
の
「
ら
せ
ん
」
は
、
外
か
ら
否
認
す
る
も
の
と
の
闘
い
と
、
内
面
か
ら
起

こ
る
自
己
破
壊
的
な
力
に
対
す
る
闘
い
に
終
わ
り
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
苦
し
む
人
た

ち
、ま
た
伝
記
記
者
に
共
通
す
る
認
識
で
あ
る
。わ
た
し
た
ち
は
常
に
そ
れ
ら
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
平
信
徒
と
し
て
、ど
う
す
れ
ば
こ
の
認
識
を
苦
し
み
に
関
す
る
議
論
に
神
学
的
に
組
み
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

要
　
約

　
こ
の
研
究
は
、
通
例
と
は
異
な
っ
た
視
点
、「
危
機
―
苦
し
み
に
あ
っ
た
人
た
ち
」
の
視
点
か
ら
、
信
仰

と
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、そ
し
て
経
験
上
の
デ
ー
タ
を
検
証
し
理
論
的
考
察
を
加
え
た
も
の
で
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あ
る
。

　
第
１
章
で
は
、全
部
で
二
千
冊
を
超
え
る
伝
記
に
見
ら
れ
る
全
般
的
な
傾
向
を
紹
介
し
て
い
る
が
、そ
れ

は
被
害
者
の
三
つ
の
基
本
的
な
経
験
を
示
し
て
い
る
。

第
１
の
経
験
　
被
害
者
は
そ
の
大
部
分
が
、対
象
と
見
ら
れ
、受
身
の
立
場
を
お
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
感

じ
て
い
る
。神
と
の
か
か
わ
り
を
も
つ
主
体
で
あ
り
、ま
た
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
に
お
い
て
、深
刻
に
受
け
と
め

ら
れ
る
べ
き
主
体
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
省
み
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

第
２
の
経
験
　
被
害
者
は
、説
教
を
彼
ら
の
危
機
的
状
況
が「
変
わ
る
」と
い
う
慰
め
と
し
て
聞
く
が
、彼

ら
の
危
機
や
苦
し
み
を
批
判
的
に
解
明
し
、慰
め
、助
け
る
も
の
と
し
て
聞
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

第
３
の
経
験
　
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
を
す
る
人
は
、人
と
し
て
共
に
苦
し
む
人
、ま
た
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
ケ
ア

を
す
る
人
と
い
う
よ
り
も
、職
務
上
の
務
め
を
お
こ
な
う
人
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、研
究
は
第
１
の
命
題
へ
と
展
開
す
る
。

・ 

被
害
者
と
そ
の
関
係
者
は
、教
会
と
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
を
否
定
的
に
経
験
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、彼

　
ら
の
信
仰
を
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
大
事
に
守
っ
て
い
る
。

　
第
２
章
で
は
、危
機
対
処
の
対
応
法
と
し
て
人
の
ケ
ア
が
不
可
欠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
欠
け
て
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い
る
次
元
を
詳
し
く
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、「
危
機
対
処
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
」
の
典
型
的
な
型
を

用
い
て
説
明
し
た
が
、こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、わ
た
し
は
八
つ
の
ら
せ
ん
局
面
か
ら
な
る
思
考
モ
デ
ル
と
し
て

展
開
し
て
い
る
。二
千
冊
を
こ
え
る
伝
記
の
分
析
結
果
は
、危
機
に
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
の
三
分
の
一
だ

け
が
―
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
―
危
機
と
苦
し
み
を
受
容
す
る
目
標
段
階（
ら
せ
ん
の
第
６
局

面
）
と
、
社
会
的
統
合
（
ら
せ
ん
の
第
８
局
面
の
連
帯
）
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、彼
ら
の
三
分
の
二
は
一
人
き
り
で
対
処
せ
ざ
る
を
得
ず
、そ
の
た
め
学
習
プ
ロ
セ
ス
を
、初
期
ま
た
は

通
過
段
階
で
中
断
し
、社
会
的
に
孤
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　
危
機
対
処
に
お
け
る
人
の
ケ
ア
の
意
味
と
信
仰
の
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
第
２
の
命
題
が
出
て
く
る
。

・ 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、危
機
対
処
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、カ
タ
ル
シ
ス
と
し
て
認
め
ら
れ
る
攻

　 

撃
状
態（
ら
せ
ん
の
第
３
局
面
）を
神
の
前
で
の
訴
え
と
悲
嘆
と
い
う
形
で
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き

　 

る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、被
害
者
が
彼
ら
の
危
機
と
苦
し
み
を
、神
か
ら
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
肯
定
し
、

「
素
直
に
」
受
け
と
め
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
は
信
仰
を
も
っ
た
人
た
ち
の
い
わ
ゆ
る
「
ナ
イ
ー
ブ
で
ア
パ

テ
ィ
ー
な
対
応
」と
言
え
よ
う
。ま
た
他
方
、キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、被
害
者
た
ち
が
彼
ら
の
苦
し
み
や
危

機
に
対
し
て
、攻
撃
状
態（
ら
せ
ん
の
第
３
局
面
）を
自
由
に
発
露
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、ま
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た
そ
れ
に
続
い
て
神
と
の
対
話
の
中
で
共
に
苦
し
み
を
耐
え
る
こ
と
を
学
ぶ
た
め
の
場
所
を
提
供
し
て
、苦

し
み
を
肯
定
的
に
受
容（
ら
せ
ん
の
第
６
局
面
）で
き
る
よ
う
に
す
る
。こ
れ
が
苦
し
む
キ
リ
ス
ト
者
の「
批

判
的
で
共
感
的
な
対
応
」と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
双
方
の
対
応
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
攻
撃
を
危
機
対
処
の
学
習
プ
ロ
セ
ス

の
中
で
受
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。信
仰
を
も
っ
て
い
る
被
害
者
に
は
、そ
れ
ゆ
え
に
危
機
に
陥
っ
て
は

い
て
も
一
人
だ
と
は
感
じ
て
い
な
い
。彼
ら
に
は
む
か
い
合
う
人
、話
し
か
け
る
人
、聞
い
て
く
れ
る
人
が

い
る
。
彼
ら
自
身
が
、
ま
さ
に
攻
撃
的
な
訴
え
か
け
（
ら
せ
ん
の
第
３
局
面
）
の
時
点
に
い
る
時
も
、
神
と

取
引
し
て
い
る
時
（
ら
せ
ん
の
第
４
局
面
）
も
、
あ
る
い
は
、
う
つ
の
闇
の
（
ら
せ
ん
の
第
５
局
面
）
中
に

い
る
時
も
、神
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
者
と
し
て
、神
と
の
か
か
わ
り
の
中
に
自
分
を
見
出
し
て
い
る
。

　
第
３
章
は
、い
く
つ
か
の
自
伝
を
と
り
あ
げ
、そ
こ
に
見
ら
れ
る
信
仰
の
意
味
と
人
の
ケ
ア
の
意
味
を
具

体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
後
天
的
な
小
児
ま
ひ
（
身
体
障
害
）、
後
天
的
な
う
つ
（
心
的
障

害
）、後
天
的
な
失
明（
感
覚
器
官
障
害
）、そ
し
て
政
治
的
迫
害
、後
天
性
・
先
天
性
脳
障
害（
知
的
障
害
）、

が
ん（
長
期
に
わ
た
る
病
気
）と
そ
れ
に
よ
る
孤
独
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
や
苦
し
み
、そ
れ
と
同
時
に

ナ
イ
ー
ブ
で
ア
パ
テ
ィ
ー
な
対
応
や
批
判
的
で
共
感
的
な
対
応
な
ど
の
異
な
っ
た
信
仰
に
対
す
る
姿
勢
、さ

ら
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
、職
務
上
の
ケ
ア
を
お
こ
な
う
人
が
苦
し
む
人
と
共
に
苦
し
む
適
切
な
ケ
ア
、あ
る

い
は
不
十
分
な
ケ
ア
の
あ
り
方
な
ど
を
、見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
結
論
は
、わ
た
し
の
研
究
の
結
果
を
改
め
て
確
認
し
て
い
る
。わ
た
し
は
一
九
八
○
年
に
初
め
て「
伝
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記
に
お
け
る
経
験
と
科
学
的
理
論
」
を
発
表
し
、
そ
の
後
、「
危
機
管
理
」
第
１
巻
、「
危
機
対
処
と
し
て
の

生
涯
教
育
」、「
危
機
管
理
」第
２
巻
を
出
版
し
て
い
る
が
、本
書
に
ま
と
め
た
成
果
も
、わ
た
し
の
研
究
活

動
の
結
果
を
改
め
て
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
。（
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
二
○
九
頁
と
二
八
頁
以
下
を
参
照
、

ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
、
二
○
○
三
、
文
献
と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
）

・ 

わ
た
し
た
ち
の
第
１
の
基
本
的
な
見
解
は
、
直
接
・
間
接
に
か
か
わ
ら
ず
被
害
者
は
だ
れ
で
も
、
そ
れ

   

は
危
機
の
原
因
と
は
無
関
係
に
、社
会
的
統
合
に
達
す
る
た
め
に
危
機
対
処
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
ら
せ

　 

ん
局
面
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
伝
記
作
者
が
証
明

　 

し
て
い
る
。
こ
の
研
究
に
お
い
て
、
間
接
的
な
被
害
者
の
例
は
、
パ
ー
ル
・
Ｓ
・
バ
ッ
ク
、
シ
ル
ヴ
ィ

　 

ア
と
ア
ル
ベ
ル
ト=
ゲ
レ
ス
、
そ
し
て
、
知
的
障
害
を
負
う
子
の
母
で
あ
る
ル
ツ
・
ミ
ュ
ラ
ー= 

ガ

　
ル
ン
で
あ
る
。
直
接
的
な
被
害
者
は
ロ
ー
レ
ル
・
リ
ー
（
が
ん
患
者
・
離
別)

、
ル
イ
ゼ
・
ハ
ー
ベ
ル
（
身

　
体
障
害
者
）、
イ
ン
グ
リ
ッ
ト
・
ウ
ェ
ー
バ
ー=

ガ
ス
ト
（
精
神
障
害
）、
そ
し
て
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ュ
セ
ラ

　
ン
（
感
覚
器
官
障
害
・
政
治
的
迫
害
）
に
よ
っ
て
例
示
さ
れ
て
い
る
。

・ 

わ
た
し
た
ち
の
第
２
の
基
本
的
な
見
解
は
、、、、、キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
攻
撃
状
態（
ら
せ
ん
の
第
３
局
面
）を

　 

カ
タ
ル
シ
ス
と
し
、危
機
の
受
容（
ら
せ
ん
の
第
６
局
面
）を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。こ
の
点
も
、

　 

す
べ
て
の
著
者
が
例
外
な
く
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。そ
の
場
合
、二
つ
の
異
な
る
信
仰
へ
の
姿

　 

勢
が
見
ら
れ
る
。
ル
ツ
・
ミ
ュ
ラ
ー=

ガ
ル
ン
が
示
し
た
、
神
が
彼
女
に
負
わ
せ
た
危
機
と
苦
し
み
を
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無
条
件
に
受
容
す
る
従
順
さ
は
、信
仰
の
ナ
イ
ー
ブ
で
ア
パ
テ
ィ
ー
な
対
応
で
あ
る
。こ
の
対
応
は
、そ

し
よ
う

　 

こ
で
生
ま
れ
る
疑
問
さ
え
も
、信
仰
に
よ
る
自
己
同
一
化
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
受
苦
と
し
て
止
揚
す

　 
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。伝
記
作
者
の
大
部
分
は
、旧
約
聖
書
の
ヨ
ブ
の
よ
う
に
批
判
的
で
共
感
的
な

　 
対
応
を
示
し
な
が
ら
闘
い
ぬ
い
て
い
る
。そ
の
闘
い
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。ル
イ
ゼ
・
ハ
ー
ベ
ル
、イ

　 

ン
グ
リ
ッ
ド
と
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ウ
ェ
ー
バ
ー=

ガ
ス
ト
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ュ
セ
ラ
ン
、
シ
ル
ヴ
ィ
ア

　 

と
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ゲ
レ
ス
、そ
し
て
ロ
ー
レ
ル
・
リ
ー
は
そ
の
典
型
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。　

　
　

・ 

わ
た
し
た
ち
の
第
３
の
基
本
的
な
見
解
は
、攻
撃
が
、危
機
対
処
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
カ
タ
ル
シ

　 

ス
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
は
ル
イ
ゼ
・
ハ
ー
ベ
ル
の
母
の
ケ
ー
ス

　 

に
よ
っ
て
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。彼
女
は
、攻
撃
に
よ
っ
て
カ
タ
ル
シ
ス
を
経
験
し
え
な
か
っ
た

　 

た
め
に
、「
障
害
を
負
っ
た
子
ど
も
と
の
生
活
」と
い
う
自
身
の
状
況
を
受
容
で
き
な
か
っ
た
。彼
女
は

　 

危
機
対
処
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
を
通
過
段
階
で
中
断
し
、最
終
的
に
自
殺
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
。そ
れ
は

　 

発
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
攻
撃
が
内
向
し
、自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
る（
わ
た
し
た

　 

ち
の
研
究
結
果
に
よ
る
と
、二
千
冊
を
超
え
る
諸
伝
記
の
三
分
の
二
に
自
殺
の
試
み
が
見
ら
れ
、ま
た

　 

す
べ
て
の
人
が
例
外
な
く
、死
に
た
い
と
思
う
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
）。

・ 

わ
た
し
た
ち
の
第
４
の
基
本
的
な
見
解
は
、牧
師
な
ど
の
人
の
ケ
ア
が
足
り
な
い
か
、全
く
欠
け
て
い
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る
場
合
、通
過
段
階
に
お
い
て
危
機
対
処
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
が
中
断
し
、目
標
段
階
の
社
会
的
孤
立
に

　 

陥
り
、受
容
に
は
至
ら
な
い
。そ
れ
に
対
し
て
適
切
な
ケ
ア
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ

　 
ン
﹇
社
会
的
統
合
﹈
と
い
う
目
標
段
階
に
お
い
て
受
容
が
実
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
赤
い
糸

　 
の
よ
う
に
伝
記
類
の
す
べ
て
の
記
述
を
貫
い
て
い
る
。ル
イ
ゼ
・
ハ
ー
ベ
ル
の
ケ
ー
ス
で
は
適
切
な
牧

　 

師
の
ケ
ア
と
、傷
を
ひ
ろ
げ
る
よ
う
な
人
の
ケ
ア
と
の
双
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。イ
ン
グ
リ
ッ
ト

　 

と
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ウ
ェ
ー
バ
ー=

ガ
ス
ト
は
パ
ー
ト
ナ
ー
セ
ラ
ピ
ー
を
経
験
し
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ュ

　 

セ
ラ
ン
は
、彼
の
両
親
の
ケ
ア
と
、そ
の
後
の
ブ
ー
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
強
制
収
容
所
で
の
金
細
工
師
エ
レ

　 

ミ
ー
の
ケ
ア
を
、
苦
し
み
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
「
現
実
受
容
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼

　 

自
身
が
多
く
の
仲
間
た
ち
を
助
け
る
ケ
ア
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
描
い
て
い
る
。ロ
ー
レ
ル
・

　 

リ
ー
は
孤
独
の
状
況
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
力
を
告
白
し
て
い
る
。
一
方
、
ル
ツ
・
ミ
ュ
ラ
ー=

　 

ガ
ル
ン
は
シ
ル
ヴ
ィ
ア
と
ア
ル
ベ
ル
ト=

ゲ
レ
ス
と
同
じ
く
、そ
れ
ぞ
れ
に
牧
師
の
ケ
ア
だ
け
で
な
く
、

　 

人
の
ケ
ア
に
欠
け
る
苦
し
み
を
経
験
し
た
。

  

伝
記
作
者
の
す
べ
て
は
、多
く
の
場
合
に
、牧
師
の
ケ
ア
の
助
け
が
全
く
欠
け
て
い
て
、不
十
分
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、苦
し
み
の
渦
中
に
あ
る
人
々
に
と
っ
て
信
仰
が
彼
ら
の
支
え
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、そ
も
そ
も
伝
記
の
記
録
の
も
の
を
素
材
と
し
て
体

系
的
な
分
類
を
お
こ
な
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、さ
ら
に
は
、信
仰
や
牧
師
の
ケ
ア
と
い
う
問
題
設
定
自



195

体
が
確
定
し
た
り
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
し
た
り
す
る
に
は
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
十
分
注
意
を
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
冒
険
で
あ
り
神
秘
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
牧
師
の
ケ
ア
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
観
察
結
果
か
ら
、第
４
章
に
お
い
て
は
、ケ
ア
を
す
る
牧
師
の
人

格
が
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。ま
ず
実
証
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
、被
害
者
と
ま
だ
被
害
に
会
っ
て
い

な
い
人（
ベ
ー
テ
ル
の
利
用
者
た
ち
と
教
会
代
表
、教
会
会
議
の
代
議
員
、ま
た
学
生
た
ち
）と
の
出
会
い

に
つ
い
て
の
体
験
記
録
を
取
り
上
げ
て
い
る
。被
害
に
会
っ
て
い
な
い
人
の
中
心
問
題
は
彼
ら
自
身
に
関
係

能
力
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、被
害
者
と
の
適
切
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
第
３
の
命
題
へ
と
わ
た
し
た
ち
を
導
く
。

・ 

す
で
に
危
機
の
中
に
い
る
被
害
者
が
わ
た
し
た
ち
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ま
だ
危
機

　 

に
あ
っ
て
い
な
い
わ
た
し
た
ち
こ
そ
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、シ
ュ
ミ
ッ
ト
バ
ウ
ア
ー
の
ヘ
ル
パ
ー
症
候
群
、ブ
ロ
ッ
ヒ
ャ
ー
の
健
康
な
人
の
病

気
と
い
う
命
題
、フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
ま
だ
危
機
に
あ
っ
て
い
な
い
人
た
ち
を「
お
荷
物
」と
と
ら
え
る
逆
転

の
見
解
、ホ
ル
ス
ト-

エ
バ
ー
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
の
不
安
防
衛
メ
カ
ニ
ズ
ム
、モ
ル
ト
マ
ン
の
効
率
化
を
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も
と
め
る
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
社
会
、そ
し
て
Ｃ
・
Ｆ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
の
社
会
の
抑
圧
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
相
対
化
理
論
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
の
立
場
の
人
た
ち
の
理
論
や
見
解
を
取
り
上
げ
て
い

る
。そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
人
間
の
行
動
に
つ
い
て
の
別
様
な
解
釈
を
、社
会
的
・
人
間
的

な
観
点
、ま
た
債
務
を
負
う
と
い
う
観
点
か
ら
の
べ
て
い
る
。

　
こ
の
結
果
は
わ
た
し
た
ち
を
第
４
の
命
題
へ
と
導
く
。

・ 

教
会
や
社
会
は
、す
で
に
危
機
に
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
の
挑
戦
課
題
で
あ
り
、そ
れ
は
、　

　 

ま
た
、
逆
に
、
彼
ら
は
ま
だ
苦
し
み
に
あ
っ
て
い
な
い
人
々
の
、
教
会
や
社
会
に
と
っ
て
の
挑
戦
課
題

　 

で
あ
る
。

　
最
後
の
第
５
章
で
、補
足
と
し
て
、カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
た
ち
の
研
究
を
紹
介
し
、

苦
し
み
の
原
因
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
の
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
証
し
て
い
る
。神
学
者
た
ち
は
、「
神

を
信
じ
る
途
上
に
あ
る
」と
い
う
時
、そ
れ
は
信
仰
を
日
々
新
た
に
し
、挑
戦
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
生
涯
続
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
点
で
み
な
一
致
し
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、キ
リ
ス
ト
者
が
生
き

る
現
実
の
解
釈
に
お
い
て
は
、意
見
が
異
な
っ
て
い
る
。わ
た
し
た
ち
は
神
学
者
た
ち
が
言
う「
途
上
に
あ

る
」と
い
う
表
現
に
お
い
て
、神
の
守
り
と
人
の
ケ
ア
の
密
接
な
連
関
、す
な
わ
ち
、関
係
能
力
が
神
か
ら

の
贈
り
物
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
注
意
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
ク
は
、神
か
ら
離
れ
て
い
る
人
を
義
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
自
身
を
義
と
す
る
真
の
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神
義
論
と
し
て
の
人
間
論
を
語
っ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
考
え
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、人
は
義
認
に

よ
っ
て
、
神
か
ら
離
れ
て
い
る
「
無
条
件
の
苦
し
み
」
か
ら
、
神
と
の
親
密
な
関
係
を
も
つ
「
条
件
付
の
苦

し
み
」の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、実
際
の
人
生
か
ら
は
は
な
は

だ
し
く
抽
象
化
さ
れ
た
命
題
で
あ
る
。

プ
レ
ド
イ
ア

　
ド
ロ
テ
ー
・
ゼ
レ
に
と
っ
て
、弁
明
と
は
、苦
し
む
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
と
を
一
体
の
も
の
と
す
べ
き
で 

あ

る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
伝
統
的
な
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、苦
し
み
を
言
葉
に
す
る
プ
ロ
セ

ス
、
ま
た
沈
黙
か
ら
言
葉
（
叫
び
、
訴
え
）
を
超
え
て
行
動
へ
向
か
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
、彼
女
は
キ
リ
ス
ト
以
後
の
ア
パ
テ
ィ
ー
や
キ
リ
ス
ト
教
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
徹
底
的
に
批

判
し
て
お
り
、そ
の
呼
び
か
け
は
共
に
苦
し
む
人
々
、つ
ま
り
共
に
行
動
す
る
人
々
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
Ａ
・
Ｍ
・
Ｋ
ミ
ュ
ラ
ー
は
、苦
し
み
を
創
造
的
な
力
と
み
な
し
、行
為
者
の
ド
グ
マ
の
解
体
を
訴
え
て
い

る
。
そ
れ
は
「
追
体
験
﹇
代
替
﹈
不
可
能
な
」
内
的
プ
ロ
セ
ス
を
通
ら
ず
、「
追
体
験
﹇
代
替
﹈
可
能
な
」
外

的
プ
ロ
セ
ス
を
通
る
苦
し
み
を
解
体
す
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
内
的
プ
ロ
セ
ス
と
は
、そ
の
中
で
、苦
し
み

が
危
機
と
し
て
受
容
さ
れ
、被
害
者
が
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、つ
ま
り
深
淵
に
お
い
て
思
考
の
彼
岸

性
が
、認
識
の
新
た
な
地
平
を
開
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。こ
の
点
に
お
い
て
ミ
ュ
ラ
ー
は
危
機
に
直
面
し
た

人
類
が
生
き
の
び
る
可
能
性
を
見
て
い
る
。

　
ギ
ー
ス
ベ
ル
ト
・
グ
レ
シ
ャ
ー
ク
は
、苦
し
み
は
自
由
の
代
価
で
あ
り
、ま
た
愛
の
代
価
で
あ
る
と
言
う
。

そ
れ
を「
人
間
が
引
き
起
こ
し
た
苦
し
み
」と「
構
造
的
な
苦
し
み
」と
い
う
苦
し
み
の
二
つ
の
種
類
か
ら
、
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人
類
の
進
化
の
副
産
物
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
結
局
人
間
の
罪
に
よ
っ
て
起

こ
っ
て
い
て
、そ
こ
に
根
を
張
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

　
結
論
と
し
て
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
苦
し
み
に
つ
い
て
「
な
ぜ
、
ど
こ
か
ら
」
と
い
う
問
い
は
、
苦

し
み
が
因
果
関
係
や
人
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
無
縁
で
あ
る
の
で
、答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
と
な
る
。

け
れ
ど
も
、
苦
し
み
の
中
で
「
何
の
た
め
に
、
ど
こ
へ
」
と
い
う
問
い
は
、
生
涯
に
お
よ
ぶ
学
習
の
覚
悟
さ

え
あ
れ
ば
、苦
し
む
人
と
神
と
の
出
会
い
の
中
で
、多
く
の
場
合
は
ケ
ア
を
す
る
人
と
共
に
経
験
す
る
全
体

の
中
で
、人
生
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、ケ
ア
を
す
る
人
た
ち
は
苦
し
み
を
共
に
分
か
ち
合
え
る
よ
う
に
な
り
、危
機
対
処
の
特
定
の
局

面
に
お
い
て
は
、特
に
攻
撃
や
交
渉
、ま
た
う
つ
と
い
う
局
面
で
、慰
め
に
な
る
聖
書
の
こ
と
ば
や
神
学
的

な
知
識
な
ど
の
こ
こ
ろ
の
支
援
の
通
常
の
手
段
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
、時
に
は
見
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
手
段
は
、
こ
の
通
過
段
階
に
あ
っ
て
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
ば
か
り
か
、

む
し
ろ
邪
魔
に
さ
え
な
る
も
の
で
あ
る
。他
方
で
、か
け
が
え
の
な
い
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。そ
れ
は

ケ
ア
を
す
る
人
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
、身
近
に
い
る
こ
と
、自
身
の
無
力
さ
や
仕
事
上
の
役
割
の
放
棄
に
対

す
る
後
ろ
め
た
さ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
す
こ
と
、こ
れ
ら
の
こ
と
が
危
機
や
苦
し
み
に
会
っ
た
被
害
者
が
ま

さ
に
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
全
く
無
力
と
感
じ
ら
れ
る
状
況
に
お
け
る
無
言
の
連
帯

に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
に
、神
は
争
い
戦
う
人
間
に
耐
え
、彼
を
放
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、牧
師
の
ケ
ア
を
す
る
人
は
、そ
れ
は
だ
れ
で
あ
っ
て
も
よ
い
が
―
被
害
者
を
出
口
の

な
い
孤
独
か
ら
連
れ
出
す
と
い
う
連
帯
の
経
験
を
も
た
ら
し
、そ
し
て
両
者
は
、人
と
共
に
闇
を
分
か
ち
合

う
神
の
受
容
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
は
、ど
こ
ま
で
も
ケ
ア
を
す
る
人
に
と
ど
ま
り
、独
走
者
と
し
て
で
は
な
く
、あ
く
ま
で

か
ん
す
い

も
伴
走
者
と
し
て
、つ
ま
り
、自
発
的
に
で
は
な
く
助
手
と
し
て
完
遂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、

非
常
に
困
難
で
あ
る
。

こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

か
た
わ

・ 

聞
き
手
と
し
て
、
そ
の
人
の
前
や
後
ろ
で
な
く
、
傍
ら
に
立
つ
こ
と
。

・ 

助
力
の
手
段
が
有
効
に
働
い
て
い
る
の
か
、そ
れ
が
勇
気
づ
け
て
い
る
の
か
、傷
つ
け
て
い
る
の
か

   

と
い
う
こ
と
を
敏
感
に
感
知
す
る
こ
と
。

・ 

打
開
策
が
何
も
な
い
時
、神
が
介
入
し
助
け
て
く
れ
る
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
。

・ 

弱
さ
の
中
で
双
方
の
関
係
者
た
ち
が
新
し
い
力
を
受
け
る
よ
う
に
、希
望
し
、信
じ
る
こ
と
。

参
考

・ 

被
害
に
あ
っ
た
人
々
の
伝
記
に
つ
い
て
は
原
著
一
八
七
ペ
ー
ジ
以
降
の
文
献
一
覧
を
参
照
さ
れ
た
い
。

・ 

二
○
○
五
年
に
ア
テ
ネ
の
第
一
三
回
世
界
伝
道
会
議
の
本
会
議
で
行
わ
れ
た
エ
リ
カ
・
シ
ュ
ー
ハ
ー
ト
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の
講
演
「
治
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と
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」
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を
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さ
れ
た
い
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