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『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』
に
お
け
る

　
　
　「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
に
つ
い
て高

　
井
　
保
　
雄

は
じ
め
に

　
一
九
九
九
年
一
〇
月
三
一
日
、
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

間
で
『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』（
以
下
『
共
同
宣
言
』
と
記
す
）
の
調
印
が
な
さ
れ
た
。

　
義
認
の
教
理
に
つ
い
て
は
、
十
六
世
紀
に
お
け
る
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議

で
各
々
両
者
の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
お
互
い
が
相
手
に
対
し
て
教
理
上
の
断
罪
を
し
た
結
果
、
教
会
の
分
裂
が
起
こ
っ
た
こ

と
は
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
者
が
一
九
七
〇
年
以
降
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
互
い
の
共
通

理
解
を
求
め
て
対
話
を
重
ね
、
つ
い
に
両
教
会
の
信
仰
的
・
神
学
的
伝
統
の
共
通
理
解
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
も
、
四
半

世
紀
の
時
を
経
て
、
和
解
と
一
致
を
目
指
す
と
言
う
点
で
合
意
に
達
し
、
こ
の
度
の
調
印
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
『
共
同
宣
言
』
は
、
義
認
の
教
理
に
対
す
る
両
者
の
理
解
の
仕
方
に
お
け

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

https://core.ac.uk/display/228945109?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


22

る
共
通
性
と
互
い
の
解
釈
の
強
調
点
、
相
違
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
教
会
の
分
裂
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い

て
一
致
し
た
こ
と
の
共
同
宣
言
で
あ
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
両
者
の
間
で
ど
ち
ら
か
あ
る
い
は
双
方
の
「
義
認
の
教
理
」
の

内
容
が
新
た
に
変
更
さ
れ
て
両
者
が
一
致
し
た
と
い
う
宣
言
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
義
認
の
教
理
に
つ
い

て
の
両
者
の
理
解
の
共
通
性
と
差
異
性
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
を
共
有
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
両
教
会
の
和
解
と
一
致

の
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
と
い
う
定
式

を
巡
っ
て
、
両
者
の
理
解
の
共
通
性
と
差
異
性
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、『
共
同
宣
言
』
に
お
け
る
「
義
と
さ
れ
た
者
が
罪
人
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て

　
こ
の
『
共
同
宣
言
』
の
中
で
第
四
章
第
四
節
が
「
義
と
さ
れ
た
者
が
罪
人
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
当
該
箇
所
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
項
目
二
八
が
共
同
の
告
白
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
そ
の
部
分
を
掲
載
す
る
。

　

二
八
、
わ
れ
わ
れ
は
共
々
に
こ
う
告
白
す
る
。
洗
礼
に
お
い
て
聖
霊
は
人
を
キ
リ
ス
ト
と
結
び
付
け
、
義
と
し
、
そ
の
人
を

真
に
新
し
く
す
る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
義
と
さ
れ
た
人
は
全
生
涯
を
通
し
て
絶
え
ず
神
の
無
条
件
的
な
、
義
と

す
る
恵
み
に
頼
り
続
け
る
。
人
間
は
ま
た
、
依
然
と
し
て
攻
撃
を
続
け
る
罪
の
力
（
ロ
マ
六
・
一
二
│
一
四
参
照
）
に

絶
え
間
な
く
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
古
い
人
の
自
己
中
心
的
な
欲
望
（
ガ
ラ
テ
ヤ
五
・
一
六
、
ロ
マ
七
・
七

│
一
〇
参
照
）
に
よ
る
神
へ
の
対
抗
の
、
生
涯
に
わ
た
る
闘
い
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
義
と
さ
れ
た
者
は
ま
た
、
主

の
祈
り
に
あ
る
よ
う
に
（
マ
タ
イ
六
・
一
二
、
Ｉ
ヨ
ハ
ネ
一
・
九
）、
日
ご
と
に
赦
し
を
神
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
常
に
繰
り
返
し
回
心
と
悔
い
改
め
へ
と
召
さ
れ
、
ま
た
、
常
に
繰
り
返
し
赦
し
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　　
ル
タ
ー
派
は
こ
の
告
白
を
、
キ
リ
ス
ト
者
は
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
で
あ
る
と
す
る
理
解
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
、
義

と
さ
れ
た
者
の
う
ち
に
お
け
る
罪
の
存
在
を
認
め
る
（
項
目
二
九
）。
他
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
義
と
さ
れ
た
者
に
お
い
て
は
「
罪
に

由
来
し
、
罪
へ
と
追
い
や
る
心
の
傾
き
（
欲
望
）」
の
存
在
は
認
め
る
も
の
の
、
こ
の
「
心
の
傾
き
」
を
本
来
的
な
罪
と
は
認
め
な

い
（
項
目
三
〇
）。
こ
の
よ
う
な
形
で
「
義
と
さ
れ
た
者
が
罪
人
で
あ
る
こ
と
」
の
定
式
と
解
釈
を
中
心
に
項
目
二
八
か
ら
三
〇
に

お
い
て
両
者
の
理
解
に
お
け
る
共
通
性
と
差
異
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ル
タ
ー
派
の
理
解
の
立
場
で
あ

る
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
の
理
解
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
書
７
章
の
解
釈
を
中
心
に
述
べ
て
行
き
た
い
。

二
、
ル
タ
ー
以
前
の
「
義
と
さ
れ
た
者
が
罪
人
で
あ
る
こ
と
」
の
理
解
（
パ
ウ
ロ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）

（一）
　
パ
ウ
ロ
の
「
義
と
さ
れ
た
者
が
罪
人
で
あ
る
こ
と
」
の
理
解
に
つ
い
て

　
パ
ウ
ロ
は
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
の
中
で
、
自
ら
の
義
に
対
す
る
理
解
と
義
認
論
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
そ
れ
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
述

べ
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
追
求
す
る
義
を
「
律
法
に
よ
る
義
」
と
呼
び
、
自
ら
の
主
張
を
「
神
の
義
」
と
し
て
、
こ
の
「
神

の
義
」
と
し
て
の
「
義
」
が
「
律
法
と
は
関
係
な
く
」
現
さ
れ
た
と
述
べ
る
（
ロ
ー
マ
三
・
二
一
）。
そ
し
て
、
義
認
論
に
つ
い
て

は
ユ
ダ
ヤ
人
の
そ
れ
を
「
律
法
の
行
い
に
よ
る
」
義
認
と
し
て
、「
信
仰
に
よ
る
」
義
認
を
主
張
す
る
（
ロ
ー
マ
三
・
二
八
）。

　
パ
ウ
ロ
は
自
己
の
主
張
す
る
義
認
の
根
拠
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
律
法
を
守
る
わ
ざ
」
に
対
し
て
、「
神
の
無
償
の
恵
み
」
に
置
く

（
ロ
ー
マ
三
・
二
四
）。
ユ
ダ
ヤ
人
の
義
認
論
と
パ
ウ
ロ
の
「
信
仰
に
よ
る
」
義
認
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
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の
義
認
は
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い「
希
望
の
内
容
」で
あ
る
に
対
し
て
、
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
は
終
末
論
的
な
出
来
事
と
し
て
、「
現

在
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
「
義
」
の
現
在
性
は
、「
義
」
が
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
救
い

の
出
来
事
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
（
ロ
ー
マ
三
・
一
二
│
二
六
）。
と
こ
ろ
で
こ
の
救
い
の
出
来
事
は
終
末

論
的
出
来
事
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
は
古
い
世
界
の
歩
み
に
終
わ
り
を
も
た
ら
し
、
新
し
い
時
代
（
ア
イ
オ
ー
ン
）
が
導

（
１
）

入
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
今
や
「
古
い
も
の
は
過
ぎ
去
り
」「
新
し
い
も
の
は
成
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
者
」
は
皆

（
２
）

「
新
し
い
被
造
物
」
な
の
で
あ
る
（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
五
・
一
七
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ウ
ロ
に
あ
っ
て
は
す
で
に
現
実
で
あ
る
キ
リ
ス
ト

に
あ
る
存
在
（
直
説
法
　
ロ
ー
マ
五
・
一
、
六
・
一
一
）
故
に
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
（
命
令
法
　
ロ
ー
マ
六
・
一
二
│
一
三
、
ガ

ラ
テ
ヤ
五
・
一
）
が
要
請
さ
れ
る
。
パ
ウ
ロ
に
あ
っ
て
は
「
罪
」
は
「
キ
リ
ス
ト
以
前
の
救
わ
れ
ざ
る
者
」
を
支
配
す
る
の
で
あ

り
、「
キ
リ
ス
ト
の
現
在
」に
あ
っ
て
は
も
は
や
罪
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
パ
ウ
ロ
に
あ
っ
て
は
、
神
が
罪
人
を
義
と
さ
れ

る
な
ら
（
ロ
ー
マ
四
・
五
）
人
間
は
単
に
義
で
あ
る
「
か
の
如
く
に
見
な
さ
れ
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
正
し
く
、「
義
と
成

る
」
の
で
あ
る
。
義
認
さ
れ
た
者
は
「
聖
徒
」
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
義
認
は
、「
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
」「
義
と
聖
」
と
す
る
（
一

（
３
）

コ
リ
ン
ト
一
・
三
〇
）
も
の
で
あ
る
。

　
ロ
ー
マ
書
七
章
に
つ
い
て
、
パ
ウ
ロ
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
現
在
で
は
な
く
、
救
わ
れ
て
い
な
い
人
間

（
４
）

で
あ
り
、
ア
ダ
ム
の
堕
罪
の
呪
い
の
下
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
以
前
の
人
間
に
お
け
る
被
造
物
の
呻
き
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
ロ
ー
マ
七
・
二
四
の
救
わ
れ
ざ
る
者
の
救
い
へ
の
叫
び
は
ロ
ー
マ
八
・
一
の
キ
リ
ス
ト
者
の
状
態
に
お
い
て
、
満
た
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
、
罪
は
キ
リ
ス
ト
者
に
お
い
て
は
克
服
さ
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
の
定
式
は
、
救
わ
れ
た
罪
人
（
直
説
法
）
が
直
ち
に
罪
の

克
服
へ
と
向
か
う
（
命
令
法
）
キ
リ
ス
ト
者
の
時
間
的
規
定
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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（二）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
の
理
解

　
パ
ウ
ロ
に
反
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ル
タ
ー
に
あ
っ
て
は
、
罪
は
す
で
に
救
わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
に
お
い
て
な
お
克
服
し

（
５
）

が
た
い
も
の
と
し
て
実
存
す
る
と
い
う
認
識
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
パ
ウ
ロ
と
は
相
違
す
る
定
式
理
解
に
導
か
れ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
当
初
は
ロ
ー
マ
書
七
章
を
福
音
以
前
の
律
法
の
下
に
あ
る
人
間
の
状
態
を
福
音
の
光
の
下
に
救
済
に

至
る
実
存
的
苦
悩
と
し
て
描
い
て
い
る
と
い
う
理
解
（
今
日
の
一
般
的
理
解
）
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
の

中
で
四
一
九
年
に
突
如
従
来
の
解
釈
を
捨
て
、
ロ
ー
マ
書
七
章
は
律
法
の
下
に
立
つ
人
間
の
み
な
ら
ず
、
恩
恵
の
下
に
立
つ
人
間

に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
と
し
、
罪
の
赦
し
を
得
て
い
る
信
仰
者
に
も
罪
と
の
戦
い
が
あ
る
と
い
う
解
釈
に
転
向
し
た
、
と
さ
れ

（
６
）る

。
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
っ
て
は
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
」
現
在
の
自
己
に
お
け
る
欲
望
や
罪
に
つ
い
て
の
深
刻
な
自
覚
が
抜
き

が
た
く
存
在
す
る
点
が
パ
ウ
ロ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
義
と
さ
れ
た
者
に
お

け
る
情
欲
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
内
で
「
愛
」
が
情
欲
の
愛
か
ら
聖
な
る
愛
（caritas

）
へ
と
高
め
ら
れ
る
階
梯
が
存
在
す
る
。
こ

の
過
程
に
お
い
て
、
神
と
人
と
の
「
共
働
（cooperatio

）」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
罪
を

犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
似
姿
を
失
っ
た
罪
人
が
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
再
び
そ
れ
を
回
復
し
て
い

く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
を
生
き
る
現
実
の
キ
リ
ス
ト
者
に

お
い
て
、「
義
」
の
部
分
と
「
罪
」
の
部
分
を
共
に
有
し
、「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
の
定
式
は
、「
部
分
的
に
義
人
で
あ
り
、

（
７
）

部
分
的
に
罪
人
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
、
ル
タ
ー
の
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
の
定
式
に
つ
い
て

　
ル
タ
ー
に
お
け
る
義
認
論
は
い
わ
ゆ
る
「
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
義
と
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
の
「
信
仰
義
認
論
」
と
し
て
定
式
化
さ

（
８
）

れ
る
も
の
で
あ
り
、
十
六
世
紀
宗
教
改
革
の
教
理
的
核
心
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
神
学
的
発
端
が
「
神
の
義
」
に
つ
い
て

の
ル
タ
ー
の
新
し
い
理
解
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
夙
に
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
ロ
ー
マ
書
一
・
一
七

の
「
神
の
義
」
を
、
当
時
の
教
会
の
用
法
と
習
慣
に
従
っ
て
、
能
動
的
な
る
義
（iustitia activa

）
と
し
て
理
解
し
、
神
は
義
で
あ

り
、
罪
人
と
不
義
者
を
罰
す
る
神
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
ル
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
神
を
ど
う
し
て
も
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い

か
に
修
道
僧
と
し
て
欠
点
な
き
生
活
を
し
た
に
せ
よ
、
自
己
を
神
の
前
に
全
く
不
安
な
良
心
を
も
っ
た
罪
人
と
し
て
感
じ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
神
に
対
し
て
怒
り
さ
え
も
抱
い
た
が
、
夜
も
昼
も
思
索
を
続
け
た
結
果
、
つ
い
に
「
神
の
義
」
の
新
し
い
理
解
に
達

し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
「
神
の
義
」
は
受
動
的
な
義
（iustitia passiva

）
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
恵
み
の

（
９
）

神
が
我
々
を
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ル
タ
ー
は
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
に
お
い
て
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
の
定
式
を
確
立
し
た
。

　
す
な
わ
ち
「
全
く
同
一
の
人
間
が
神
の
律
法
に
つ
か
え
、
義
人
で
あ
っ
て
同
時
に
罪
を
犯
す
。
か
か
る
人
は
私
の
精
神
が
神
の

律
法
に
つ
か
え
、
私
の
肉
体
が
罪
の
律
法
に
つ
か
え
る
と
は
言
わ
な
い
で
、
む
し
ろ
私
で
あ
る
全
体
的
人
間
、
つ
ま
り
同
じ
人
格

が
両
方
の
奉
仕
の
わ
ざ
を
な
す
と
言
う
。」（W

A
.56,347,2ff

　
金
子
晴
勇
訳
に
よ
る
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
じ
人
間
に
お
い

て
義
と
罪
が
そ
れ
ぞ
れ
部
分
的
に
、
た
と
え
ば
精
神
と
肉
体
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
成
立
す
る
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
の
で
は

な
く
、
同
一
の
人
間
に
お
い
て
、
全
体
的
に
義
で
あ
る
と
同
時
に
全
体
的
に
罪
で
あ
る
の
が
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
義
人
に
し
て

同
時
に
罪
人
」
の
意
味
で
あ
る
。
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ル
タ
ー
は
こ
の
極
め
て
独
自
な
「
義
人
」
と
「
罪
人
」
の
関
係
を
述
べ
る
の
に
、
や
は
り
「「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
の
定

（
　
）

式
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
聖
書
的
根
拠
と
し
て
、
他
な
ら
な
い
パ
ウ
ロ
の
ロ
ー
マ
書
七
章
が
取
り
上
げ
ら
れ
る10

。「
神
の
義
」

を
再
発
見
し
て
、
自
ら
が
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
」
義
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
義
と
さ
れ
た
自
己
の
良
心
に
お
い
て
、

な
お
、
自
己
を
全
く
の
罪
人
と
と
し
て
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
書
七
章
は
正
に
そ
の
よ
う
な
自

己
に
お
け
る
「
義
認
」
の
あ
り
方
を
パ
ウ
ロ
も
ま
た
語
っ
た
箇
所
な
の
だ
と
受
け
止
め
た
箇
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
に
お
け
る
「
義
認
」
と
「
聖
化
」
に
つ
い
て

　
罪
人
が
「
義
と
さ
れ
る
」
の
は
、「
自
己
の
義
」
に
よ
っ
て
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ル
タ
ー
派
の
み
な
ら
ず
、
宗

教
改
革
の
陣
営
に
属
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
殆
ど
が
共
通
に
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
「
義
と
さ
れ

た
」
者
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
神
が
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
救
い
の
わ
ざ
を
な
さ
る
の
か
、
キ
リ
ス
ト
者
の
「
義
人
に
し
て
同
時

に
罪
人
」
の
定
式
に
お
い
て
、「
義
」
と
「
罪
」
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
一
般
的
に
言
え
ば
、

「
義
と
さ
れ
た
者
」
に
お
け
る
「
義
認
」
と
「
聖
化
」
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
内
部
で
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
激
し
い
論
争
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。

　
歴
史
的
に
は
、
ド
イ
ツ
の
三
十
年
戦
争
（
一
六
一
八
│
四
八
）
以
降
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
派
と
改
革
派
の
並
存
の
時
代
に

入
り
、
教
派
的
対
立
、
教
理
論
争
の
い
わ
ゆ
る
正
統
主
義
の
時
代
を
迎
え
る
が
、
そ
の
主
た
る
論
争
点
の
一
つ
が
、「
義
認
」と「
聖

化
」の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
を
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
ル
タ
ー
派
で
は「
信
仰
の
み
に
よ
っ

て
義
と
さ
れ
、
行
為
に
は
よ
ら
な
い
」
と
い
う
理
解
か
ら
、「
義
認
」
が
「
教
会
が
立
ち
も
し
、
倒
れ
も
す
る
」
条
項
と
さ
れ
た
の
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に
反
し
、「
聖
化
」に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ル
タ
ー
派
に
お
い
て
そ
の
後
に
起
こ
っ

た
敬
虔
主
義
時
代
の
中
で
強
調
さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
が
「
単
な
る
知
識
で
は
な
く
て
キ
リ
ス
ト
教
的
行
為
を
重
ん
ず
る
こ
と
」

（
シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
ル
タ
ー
自
身
は
こ
の
問
題
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
。
ル
タ
ー
の
『
小
教
理
問
答
』
の
使
徒
信
条
の
第
三
項
の
彼
自
身

に
よ
る
解
説
は「
聖
化
に
つ
い
て
」の
彼
の
信
仰
告
白
と
も
言
え
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ル
タ
ー
は
、「
…
…
聖
霊
は
、
私
を
、

福
音
を
通
し
て
召
し
出
し
、
そ
の
賜
物
を
も
っ
て
照
ら
し
、
ま
こ
と
の
信
仰
の
内
に
聖
化
し
、
保
っ
て
下
さ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ち
ょ

う
ど
聖
霊
が
地
上
の
全
キ
リ
ス
ト
教
会
を
召
し
出
し
、
集
め
、
照
ら
し
、
聖
化
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
ま
こ
と
の
唯

一
の
信
仰
の
う
ち
に
保
た
れ
る
の
と
同
じ
で
す
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
、
聖
霊
は
私
と
全
て
の
信
仰
者
を
日
毎
に
あ
ら

ゆ
る
罪
を
豊
か
に
赦
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
…
…
こ
れ
は
確
か
に
ま
こ
と
で
す
。」（
傍
線
論
者
）
と
告
白
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
に

と
っ
て
「
聖
化
」
は
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
義
と
さ
れ
た
者
に
お
い
て
「
日
毎
に
」
起
こ
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

ル
タ
ー
が
キ
リ
ス
ト
者
は
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
き
続
け
た
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
、
己
の
う

ち
で
「
義
」
と
「
罪
」
が
、
従
っ
て
「
義
認
」
と
「
聖
化
」
が
「
日
毎
の
」
生
活
の
中
で
絶
え
ず
見
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
し

て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
義
認
」
と
「
聖
化
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
実
に
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
の
が
実
情
で

あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
ル
タ
ー
派
正
統
主
義
の
理
解
で
は
、「
義
認
」
と
は
「
宣
義
」
に
よ
る
「
赦
罪
」
で
あ
り
、「
聖

化
」
と
は
峻
別
さ
れ
、「
義
認
」
に
あ
っ
て
は
「
聖
化
」
は
退
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｋ
・
ホ
ル
は
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
義
認
」

（
　
）

の
概
念
は
「
成
義
」
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
主
張
す
る11

。
こ
の
見
解
の
他
に
も
さ
ら
に
、
ル
タ
ー
の
「
義
認
」
概
念
に
は
い

（
　
）

わ
ゆ
る
「
宣
義
」
と
「
成
義
」
と
の
両
方
に
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
す
る
慎
重
な
見
解
も
あ
る12

。
ま
た
、「
聖
化
」
を
「
自
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己
か
ら
キ
リ
ス
ト
へ
の
、
言
い
換
え
れ
ば
聖
な
ら
ざ
る
自
己
の
存
在
か
ら
神
の
聖
な
る
存
在
へ
の
常
に
新
た
な
る
移
行
」
と
理
解

（
　
）

（
　
）

す
る
立
場13

も
あ
り
、
さ
ら
に
、「
義
認
は
、
同
時
に
聖
化
で
あ
る
」
と
す
る
立
場14

も
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、「
義
認
」
は
今
日
ど
ち

（
　
）

ら
か
と
言
え
ば
、
神
学
論
争
の
課
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
解
釈
学
的
な
問
題
で
あ
る15

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
は
、「
義
認
」
が
ど
の
よ
う
に
で
も
理
解
さ
れ
て
良
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

か
つ
て
ル
タ
ー
が
自
己
の
信
仰
的
な
苦
闘
の
結
果
、「
義
認
」の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
見
出
し
、
そ
れ
を「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」

の
定
式
に
よ
っ
て
表
現
し
た
事
柄
を
、
今
度
は
現
代
を
生
き
る
キ
リ
ス
ト
者
各
自
が「
信
仰
に
よ
っ
て
」受
け
止
め
、
解
釈
し
、
表

現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
ま
　
と
　
め

　「
義
認
の
共
同
宣
言
　
第
二
八
項
」
に
お
い
て
ル
タ
ー
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
が
共
通
し
て
告
白
す
る
形
で
「
義
と
さ
れ
た
人
は
全

義
と
さ
れ
た
人
は
全

義
と
さ
れ
た
人
は
全

義
と
さ
れ
た
人
は
全

義
と
さ
れ
た
人
は
全

生
涯
を
通
し
て
絶
え
ず
神
の
無
条
件
的
な
、

生
涯
を
通
し
て
絶
え
ず
神
の
無
条
件
的
な
、

生
涯
を
通
し
て
絶
え
ず
神
の
無
条
件
的
な
、

生
涯
を
通
し
て
絶
え
ず
神
の
無
条
件
的
な
、

生
涯
を
通
し
て
絶
え
ず
神
の
無
条
件
的
な
、
義
と
す
る
恵
み
に
頼
り
続
け
る
。

義
と
す
る
恵
み
に
頼
り
続
け
る
。

義
と
す
る
恵
み
に
頼
り
続
け
る
。

義
と
す
る
恵
み
に
頼
り
続
け
る
。

義
と
す
る
恵
み
に
頼
り
続
け
る
。
人
間
は
ま
た
、

人
間
は
ま
た
、

人
間
は
ま
た
、

人
間
は
ま
た
、

人
間
は
ま
た
、
依
然
と
し
て
攻
撃
を
続
け

依
然
と
し
て
攻
撃
を
続
け

依
然
と
し
て
攻
撃
を
続
け

依
然
と
し
て
攻
撃
を
続
け

依
然
と
し
て
攻
撃
を
続
け

る
罪
の
力

る
罪
の
力

る
罪
の
力

る
罪
の
力

る
罪
の
力
（
ロ
マ
六

（
ロ
マ
六

（
ロ
マ
六

（
ロ
マ
六

（
ロ
マ
六
・・・・・
一
二
│
一
四
参
照
）

一
二
│
一
四
参
照
）

一
二
│
一
四
参
照
）

一
二
│
一
四
参
照
）

一
二
│
一
四
参
照
）
ににににに
絶絶絶絶絶
えええええ
間間間間間
ななななな
くくくくく
さささささ
ららららら
さささささ
れれれれれ
ててててて
いいいいい
るるるるる
。。。。。」」」」」
と
宣
言
し
た
こ
と
に
対
し
て
、「
義
人
に

し
て
同
時
に
罪
人
」
の
定
式
の
意
味
を
中
心
に
吟
味
し
て
い
く
と
、
パ
ウ
ロ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ル
タ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
強
調
点
と
相
違
が
明
確
に
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
３
者
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
実
は
、
そ

の
各
々
の
理
解
の
背
景
に
は
、
例
え
ば
パ
ウ
ロ_

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
線
で
は
、「
義
と
さ
れ
た
者
」
に
お
い
て
は
罪
へ
の
心
の

傾
き
は
存
在
す
る
も
の
の
、「
罪
」
そ
れ
自
体
は
、
す
で
に
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
」
克
服
さ
れ
て
い
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
成
義
」

あ
る
い
は
「
義
化
」
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
的
な
「
義
認
（justificatio
）」
理
解
が
存
在
す
る
し
、
ル
タ
ー
派
の
場
合
、「
義
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人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
の
定
式
は
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
、
自
己
の
外
な
る
「
キ
リ
ス
ト
の
義
」
の
恵
み
に
よ
っ
て
「
義
と
さ
れ

た
自
己
」
の
良
心
に
お
い
て
、
な
お
、
明
白
に
見
い
だ
せ
る
「
自
己
追
求
」
と
し
て
の
「
罪
」
の
現
存
と
い
う
、
自
己
の
信
仰
的

実
存
の
リ
ア
ル
な
表
現
が
忠
実
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
「
義
と
さ
れ
た
者
」
に
お
け
る
「
罪
」
が
存
在
す

る
（
ル
タ
ー
派
）
か
存
在
し
な
い
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
か
と
い
う
こ
と
が
両
者
の
相
違
点
の
一
つ
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
点
は
、
か
つ
て
、
十
六
世
紀
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
「
義
と
す
る
こ
と
（justificatio

）」
を
「
義
化
」
あ
る
い
は
「
成

義
」
と
訳
し
て
、「
義
と
さ
れ
た
者
」
に
あ
っ
て
は
罪
は
存
在
し
な
い
（
そ
れ
ゆ
え
に
「
成
義
」
な
の
で
あ
る
）
と
し
、
ル
タ
ー
派

は
同
じ
く
「
義
と
す
る
こ
と
（justificatio

）」
を
「
宣
義
」
あ
る
い
は
「
義
認
」
と
訳
し
て
、「
義
と
さ
れ
た
者
」
に
あ
っ
て
な
お

残
存
す
る
罪
の
存
在
（
そ
れ
ゆ
え
に
「
宣
義
」
な
の
で
あ
る
）
を
主
張
し
、
最
も
激
し
く
対
立
し
た
焦
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
対
立
の
背
景
に
は
、「
救
い
」
に
関
す
る
理
解
の
差
、
あ
る
い
は
強
調
点
の
相
違
、
即
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
、

そ
れ
は
、
一
瞬
の
出
来
事
で
は
な
く
、
長
い
人
生
を
通
じ
て
神
に
ま
で
至
る
「
義
化
の
課
程
」
が
存
在
す
る
こ
と
の
強
調
で
あ
り
、

ル
タ
ー
派
の
場
合
、「
救
い
」
の
確
か
さ
は
不
確
か
な
人
間
に
全
く
根
拠
を
置
か
な
い
「
神
の
義
」
に
よ
る
ゆ
え
で
あ
る
と
す
る
と

こ
ろ
に
強
調
点
が
あ
り
、
互
い
に
、
自
己
の
強
調
点
に
関
し
て
譲
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
今
回
の
『
義
認
の
共
同
宣
言
』
で
は
、
こ
の
両
者
の
「
義
と
す
る
こ
と
（justificatio

）」
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
上
記
の
よ
う
に
、

互
い
に
相
違
し
て
い
る
こ
と
の
共
通
認
識
か
ら
出
発
し
た
が
、
そ
の
際「
義
と
す
る
こ
と（justificatio

）」の
共
通
の
用
語
と
し
て
、

「
義
認
」が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
、
改
め
て
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
同
じ
用
語「justificatio

」で
別
々
の
理
解
を
し
て
、

互
い
に
批
判
を
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
互
い
に
違
う
概
念
で
認
識
し
て
い
た
事
柄
を
同
じ
「
義
認
（justificatio

）」
と
い

う
用
語
で
語
る
こ
と
を
共
同
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
持
つ
最
も
重
要
な
意
味
の
一
つ
は
、
少
な
く
と
も
今
後
の
互
い
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の
「
義
認
」
に
関
す
る
議
論
は
、
互
い
に
そ
れ
ま
で
用
い
て
来
た
「
義
と
す
る
こ
と
（justificatio

）」
の
概
念
及
び
用
語
の
内
容
を
、

無
前
提
、
無
反
省
に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
再
吟
味
し
た
上
で
用
い
る
必
要
が
出
て
き
た
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、「
義
と

す
る
こ
と（justificatio

）」に
つ
い
て
の
新
た
な
理
解
へ
の
契
機
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
の
「
救
済
」
の
問
題
と
「
義
認
」
が
、
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
へ
の

答
え
を
出
す
た
め
に
、
も
う
一
度
、
我
々
が
、
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
自
己
の
有
り
様
を
見
つ
め
直

す
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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