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ル
タ
ー
か
ら
今
を
考
え
る

―
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
臨
終
の
伝
統
と
ル
タ
ー
の
死
の
理
解
を
手
が
か
り
に（

１
）

小
田
部 

進
一

一　

は
じ
め
に

宗
教
改
革
的
神
学
が
形
成
さ
れ
る
土
壌
と
な
っ
た
経
験
の
場
と
し
て
「
死
へ
の
準
備
」
が
あ
る
。
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
の
死
の
経

験
、
さ
ら
に
遡
っ
て
ル
タ
ー
が
生
前
に
語
っ
た
死
の
理
解
を
通
し
て
、
ル
タ
ー
神
学
の
徹
底
し
た
受
動
性
の
特
徴
が
よ
く
理
解
で
き

る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
ル
タ
ー
の
営
み
を
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
臨
終
の
儀
礼
の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
き
、
よ
り

明
ら
か
と
な
る
。
ル
タ
ー
は
中
世
後
期
の
伝
統
を
継
承
し
、
ま
た
そ
れ
と
対
峙
す
る
中
で
宗
教
改
革
的
な
臨
終
の
理
解
を
生
み
出

し
、
実
践
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
伝
承
さ
れ
た
ル
タ
ー
の
死
に
臨
む
経
験
の
内
容
を
確
認
す
る
。
そ
こ
に
は
、
後
の
考
察
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
に



290

も
な
る
ル
タ
ー
に
お
け
る
伝
統
と
の
連
続
と
断
絶
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
次
に
、
ル
タ
ー
の
臨
終
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
近
年
の
研

究
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
史
の
臨
終
の
伝
統
を
概
観
す
る
。
そ
の
際
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
、
そ
も
そ
も
臨

終
の
儀
礼
が
生
じ
る
背
景
を
一
瞥
す
る
に
と
ど
め
、
中
世
後
期
の
臨
終
の
文
化
に
対
す
る
ル
タ
ー
の
連
続
性
と
断
絶
を
主
な
考
察
の

対
象
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
元
に
、
最
後
に
、
現
代
的
な
問
い
か
け
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
の
問
い
か
け
は
、

研
究
成
果
の
ま
と
め
と
い
う
よ
り
は
、
本
稿
が
広
い
対
象
に
開
か
れ
た
講
演
会
と
い
う
文
脈
で
執
筆
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
む
し

ろ
、
臨
終
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
ル
タ
ー
の
経
験
と
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間
の
経
験
の
対
話
を
試
み
、
今
日
の
人

間
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

二　

ル
タ
ー
の
生
涯
と
転
機
―
突
然
の
死
の
不
安
の
経
験

１　

ル
タ
ー
の
最
後
の
こ
と
ば

一
五
四
六
年
二
月
一
八
日
、
宗
教
改
革
者
マ
ル
イ
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
そ
の
最
期
を
旅
先
の
ア
イ
ス
レ
ー
ベ
ン
の
町
で
迎
え
る

こ
と
に
な
っ
た（

２
）。

そ
の
日
は
多
く
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
も
突
然
に
や
っ
て
き
た
。
幸
い
、
ア
イ
ス

レ
ー
ベ
ン
に
同
行
し
、
ル
タ
ー
の
死
を
看
取
っ
た
同
僚
た
ち
の
証
言
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ル
タ
ー
が
ど
の
よ
う
に
最
後
の
時
を

迎
え
た
の
か
知
る
こ
と
が
で
き
る（

３
）。

同
僚
の
必
死
の
看
病
と
回
復
へ
の
期
待
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ル
タ
ー
は
自
分
の
死
を
確
信
し
、
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不
安
を
正
直
に
告
白
し
て
い
る
。

で
は
、
旅
の
途
上
に
突
然
に
彼
を
襲
っ
た
死
の
不
安
に
直
面
し
て
、
ル
タ
ー
に
は
何
が
で
き
た
の
か
。
報
告
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー

に
で
き
た
こ
と
は
信
仰
を
聖
書
の
言
葉
に
よ
っ
て
告
白
し
、
そ
の
す
べ
て
を
神
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ル

タ
ー
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
三
章
一
六
節
（「
神
は
、
そ
の
独
り
子
を
お
与
え
に
な
っ
た
ほ
ど
に
、
世
を
愛
さ
れ
た
。
独
り
子
を
信
じ

る
者
が
一
人
も
滅
び
な
い
で
、
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
」）、
詩
編
三
一
編
六
節
（「
ま
こ
と
の
神
、
主
よ
、
御
手
に
わ
た
し

の
霊
を
ゆ
だ
ね
ま
す
。
わ
た
し
を
贖
っ
て
く
だ
さ
い
」）、
詩
編
六
八
編
二
一
節
（「
こ
の
神
は
わ
た
し
た
ち
の
神
、
救
い
の
御
業
の

神
、
主
、
死
か
ら
解
き
放
つ
神
」）
を
唱
え
て
い
る（

４
）。

ル
タ
ー
が
最
後
に
短
く
意
識
を
吹
き
返
し
た
機
会
を
捉
え
、
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・

ヨ
ナ
ス
と
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
コ
エ
リ
ウ
ス
が
ル
タ
ー
に
、「
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
お
い
て
死
に
、
そ
の
教
え
を
堅
く
守
り
ま
す
か
」

と
呼
び
か
け
る
と
、
そ
の
時
だ
け
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
声
で
ル
タ
ー
は
返
事
を
し
て
い
る
。「
は
い
（Ja （

５
））」。

福
音
主
義
的
信
条

に
対
す
る
信
仰
告
白
、
こ
れ
が
証
言
者
の
報
告
に
よ
る
ル
タ
ー
の
最
後
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

同
僚
た
ち
が
残
し
た
報
告
か
ら
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
ル
タ
ー
の
死
の
記
憶
が
、
宗
教
改
革
者
の
言
葉
に
集
中
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
時
代
に
作
成
さ
れ
た
死
に
臨
む
人
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
絵
画
の
多
く
に
は
、
悔
い
改
め
、
聖
餐
、
塗
油
の
サ
ク

ラ
メ
ン
ト
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
執
り
行
な
え
る
司
祭
、
ま
た
、
死
に
臨
む
人
の
た
め
に
執
り
成
し
、
庇
護
す
る
天
上
の
聖
人
た
ち
な

ど
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
ル
タ
ー
の
臨
終
に
関
す
る
報
告
に
は
、
そ
の
よ
う
な
教
会
的
・
宗
教
的
儀
礼
が
一
切
報
告

さ
れ
て
い
な
い
。
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２　

旅
の
途
上
に
お
け
る
突
然
の
死
の
不
安

ル
タ
ー
個
人
の
生
涯
に
注
目
し
た
と
き
、
自
覚
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
を
生
き
た
そ
の
生
涯
の
「
は
じ
め
」
に
も
「
お
わ

り
」
に
も
、「
突
然
の
死
の
不
安
」
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
は
じ
め
の
経
験
は
、
若
き
ル
タ
ー
が
修
道
院
に
入
る
契
機

と
な
っ
た
落
雷
体
験
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
突
然
の
死
の
不
安
は
、
い
ず
れ
も
旅
の
途
上
で
の
突
然
の
出
来
事
と
し
て
経
験
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
の
生
涯
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
転
機
の
記
憶
と
想
起
は
、
ル
タ
ー
が
向
き
合
っ
た
人
間
の
問
題

の
核
心
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
、
こ
の
突
然
の
死
の
不
安
に
、
そ
の
時
々
に
彼
が
拠
り
所
と
し
て
い
た
宗
教
的
理
解

に
基
づ
い
て
立
ち
向
か
っ
た
。

落
雷
に
よ
る
突
然
の
死
の
恐
怖
を
経
験
し
た
と
き
、
ル
タ
ー
は
、
最
後
の
審
判
を
究
極
的
な
定
位
点
と
し
て
人
を
裁
き
罰
す
る
神

の
眼
差
し
の
前
で
、
い
か
に
し
て
義
し
い
人
で
あ
る
得
る
の
か
が
常
に
問
わ
れ
る
宗
教
的
な
世
界
に
生
き
て
い
た
。
人
生
の
最
後

に
、
審
判
者
の
前
で
自
分
の
存
在
根
拠
を
問
わ
れ
、
自
分
の
行
い
に
よ
っ
て
永
遠
に
存
在
に
価
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
そ
れ
を
「
能
動
的
な
義
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
修
道
院
で
の
生
活
の
中
に
こ

の
能
動
的
な
義
の
世
界
の
理
想
を
見
出
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ル
タ
ー
は
、
修
道
士
の
誓
願
を
立
て
、
修
道
生
活
を
実
践
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
要
求
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
最
善
の
道
、
最
も
確
か
な
道
を
歩
む
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
能
動
的
な
義
の
宗
教
性
が
問
題
視
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
宗
教
改
革
的
神
学
の
形
成
が
行
わ
れ
た
と
き
、
こ
れ
ら
の

神
学
的
思
考
の
土
壌
と
な
っ
て
い
た
人
間
経
験
の
場
が
「
死
へ
の
準
備
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
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に
お
い
て
「
死
へ
の
準
備
」
の
伝
統
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
マ
イ
ン
ツ
大
学
の
歴

史
神
学
教
授
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ル
プ
が
編
著
者
で
あ
る
『
死
』（
二
〇
一
八
年
）
を
参
考
に
し
つ
つ
、
古
代
と
中
世
に
お
け
る
キ
リ

ス
ト
教
と
死
へ
の
準
備
の
特
徴
を
概
観
し
、
中
世
後
期
と
ル
タ
ー
の
考
察
へ
と
橋
渡
し
す
る（

６
）。

三　

キ
リ
ス
ト
教
と
「
死
へ
の
準
備
」

１　

古
代
教
会
と
臨
終
の
儀
礼

キ
リ
ス
ト
教
史
を
遡
っ
て
い
く
と
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
は
じ
め
か
ら
死
の
問
題
と
向
き
合
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
の
関
心
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
自
ら
の
死
や
他
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
死
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
と
い
う

問
題
に
限
る
。
古
代
教
会
時
代
の
死
の
描
写
の
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
殉
教
者
の
死
の
報
告
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
十
字
架
を
負
う
死
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た（

７
）。

臨
終
の
描
写
が
詳
細
に
な
っ
て
行
く
の
は
、
迫
害
が
終
わ
っ
た

時
代
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ル
プ
は
、
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
（
三
三
五
頃
―
三
九
四
年
以
降
）
が
伝
え
る
妹
マ
ク
リ
ナ
の
臨
終
の

祈
り（

８
）、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
あ
る
若
者
の
死
の
報
告（

９
）、

そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
死
に
つ
い
て
の
報
告）

（1
（

な
ど
を
例
に
挙

げ
て
い
る
。
そ
こ
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
詩
編
（
聖
書
）
を
通
し
て
神
に
祈
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
詩
編
（
聖
書
）
と

神
へ
の
祈
り
、
こ
の
二
つ
の
要
素
は
ル
タ
ー
の
臨
終
の
部
屋
に
も
見
ら
れ
た
。
殉
教
者
の
死
、
そ
し
て
教
父
や
聖
人
た
ち
の
死
の
報
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告
内
容
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
死
の
準
備
の
模
範
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
臨
終
の
儀
礼
が
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
端
に
「
臨
終
に
お
け
る
悔
改
め
」
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題

は
、
古
代
教
会
で
は
煉
獄
の
観
念
な
し
に
洗
礼
を
め
ぐ
る
そ
の
時
代
の
神
学
的
問
題
の
文
脈
の
中
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、

洗
礼
後
に
生
じ
る
罪
と
そ
の
赦
し
の
問
題
で
あ
る）

（（
（

。
死
ぬ
間
際
ま
で
待
っ
て
臨
終
の
直
前
に
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
が
よ
い
問
題
解
決

だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
の
洗
礼
に
関
す
る
伝
説
だ
け
で
な
く
、
臨
終
の
場
で
「
サ
ク
ラ
メ
ン

ト
」
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
暗
誦
し
た
聖
書
、
詩
編
を
唱
え
、
神
に
祈
る
こ
と
が
「
死
へ
の

準
備
」
の
中
心
で
あ
っ
た
場
所
に
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
が
登
場
し
、
死
へ
の
準
備
の
た
め
の
儀
礼
の
実
践
に
門
戸
が
開
か
れ
た
。
臨

終
の
場
に
、
聖
餐
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
、
悔
い
改
め
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
、
さ
ら
に
は
終
油
の
儀
礼
等
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る）
（1
（

。

２　

中
世
と
「
死
へ
の
準
備
」

古
代
教
会
の
時
代
に
「
死
へ
の
準
備
」
の
儀
礼
が
出
現
し
、
発
展
し
は
じ
め
た
と
す
れ
ば
、
中
世
は
、
そ
の
豊
饒
化
の
時
代
と
言

え
る
。
一
一
世
紀
に
遡
る
「
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
問
い
」
に
は
、
司
祭
が
臨
終
の
場
で
語
り
か
け
る
問
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
そ

の
中
で
、
死
に
臨
む
人
の
信
仰
と
敬
虔
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
悔
い
改
め
と
感
謝
を
述
べ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
罪

の
赦
し
の
約
束
と
共
に
、
伝
承
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
は
、
キ
リ
ス
ト
に
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
詳
細
な
勧
告
が
含
ま
れ
て
い

る）
（1
（

」。
ち
な
み
に
、
ル
タ
ー
の
臨
終
の
場
で
も
、
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
頼
」
と
い
う
信
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仰
の
確
か
さ
を
信
仰
者
ル
タ
ー
自
身
が
告
白
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
一
四
世
紀
に
は
ジ
ェ
ル
ソ
ン
に
代
表
さ
れ

る
『
死
の
技
法
（ars m

oriendi

）』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
問
い
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ

た
臨
終
に
関
わ
る
勧
告
が
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
た
仕
方
で
受
容
さ
れ
、
さ
ら
に
詩
編
三
一
編
六
節
に
倣
う
ル
カ
二
三
章
四
六
節
を
は
じ

め
、
マ
リ
ア
や
聖
人
た
ち
へ
の
祈
り
が
含
ま
れ
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、『
死
の
技
法
』
の
テ
キ
ス
ト
に
挿
絵
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
、
臨

終
を
看
取
る
人
や
死
に
臨
む
人
が
取
る
べ
き
行
為
に
つ
い
て
の
情
報
が
視
覚
的
に
示
さ
れ
、
実
践
的
な
性
格
が
強
め
ら
れ
た
。
こ

う
し
て
、
臨
終
の
場
で
、
ヤ
コ
ブ
五
章
一
四
節
以
下
に
あ
る
病
人
へ
の
塗
油
に
基
づ
く
終
油
が
行
わ
れ
、
罪
の
告
白
と
赦
し
、
そ
し

て
聖
餐
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
い
っ
た
詳
細
に
区
別
さ
れ
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
儀
礼
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
悔
い
改
め
の
詩

編
、
悔
い
改
め
の
儀
礼
、
祝
福
、
聖
水
の
儀
礼
、
灰
の
散
布
、
塗
油
、
聖
餐
式
と
続
く
。
こ
れ
ら
の
儀
礼
が
終
わ
っ
た
後
に
も
、
ま

だ
臨
終
を
迎
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
時
が
く
る
ま
で
、
間
を
置
い
て
、
繰
り
返
し
こ
れ
ら
一
連
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た）

（1
（

。
ル
タ
ー
の

臨
終
で
は
、
彼
自
身
が
聖
書
の
言
葉
に
よ
る
神
へ
の
祈
り
を
繰
り
返
し
唱
え
て
い
た
。

こ
の
関
連
で
ボ
ル
プ
が
、「
こ
れ
ら
の
儀
礼
的
な
同
伴
が
儀
礼
理
論
的
な
視
点
か
ら
有
益
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
な
準
備
な
し
に
突
然
の
死
を
迎
え
る
こ
と
に
対
す
る
大
き
な
不
安
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る）

（1
（

。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
「
突
然
の
死
の
不
安
」
を
補
う
た
め
の
さ
ら
な
る
実
践
が
重
要
視
さ
れ

て
い
っ
た
背
景
が
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
臨
終
の
儀
礼
の
豊
饒
化
は
「
死
へ
の
準
備
」
に
留
ま
ら
ず
、「
す
で
に
死
を
迎
え
た

魂
の
養
い
」
に
必
要
な
霊
的
な
宝
を
獲
得
す
る
様
々
な
儀
礼
的
行
為
と
し
て
も
展
開
し
て
い
っ
た
。
行
為
の
主
体
も
、
臨
終
に
臨
む

当
事
者
か
ら
残
さ
れ
た
遺
族
や
そ
の
行
為
を
任
さ
れ
た
人
々
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
人
々
に
安
寧
が
訪
れ

た
か
と
い
う
と
、
実
態
は
そ
の
逆
で
、
死
者
の
魂
の
た
め
の
寄
付
行
為
や
儀
礼
の
実
践
が
盛
ん
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
事
前
の
十
分



296

な
準
備
が
で
き
て
い
な
い
時
に
、「
突
然
の
死
に
対
す
る
恐
れ
」
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
ボ
ル
プ
は
指
摘
し
て
い
る）

（1
（

。
不
安
を

宥
め
る
は
ず
の
諸
儀
礼
が
、
不
安
を
増
強
す
る
効
果
を
常
に
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
不
安
の
解
決
を
、
そ
の
原
因
で
あ
る
人
間
の

側
の
行
為
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
こ
の
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

四　

中
世
後
期
と
ル
タ
ー
の
連
続
と
断
絶
―
外
に
あ
る
聖
性
と
の
関
わ
り

中
世
後
期
の
「
死
へ
の
準
備
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
道
徳
の
完
全
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
人
生
が
最
後
の
審
判
を

定
位
点
と
し
た
完
全
な
聖
性
を
目
指
し
て
向
上
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
態
度

は
臨
終
の
時
に
の
み
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
臨
終
の
時
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
道
徳
の
完
全
化
の
頂
点
、
そ
し
て
十
分

な
功
績
と
贖
罪
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
到
達
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
点
で
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
満
た
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
「
そ
の
後
」
が
決
ま
る
、
人
生
に
お
け
る
決
定
的
な
「
転
機
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世
後
期

は
、
こ
の
転
機
を
無
事
に
終
え
る
た
め
の
作
法
や
儀
礼
で
満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
生
の
極
み
へ
の
対
処
に
熟
練
す
る

た
め
の
手
引
き
と
し
て
人
気
の
あ
っ
た
出
版
物
が
上
述
し
た
往
生
術
と
も
言
わ
れ
る
「
死
の
技
法
（ars m

oriendi

）」
で
あ
っ
た
。

臨
終
と
い
う
場
は
、
臨
終
を
迎
え
る
人
が
、
外
的
・
能
動
的
な
活
動
に
よ
っ
て
そ
の
人
自
身
の
人
生
の
形
態
化
に
参
与
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
生
の
形
態
化
の
営
み
は
、
そ
の
人
生
の
極
み
に
お
い
て
、
徹
底
し
て
受
動
的

な
性
格
を
持
つ
も
の
と
な
る
。
こ
の
人
間
学
的
な
問
題
は
、
中
世
後
期
の
「
死
へ
の
準
備
」
の
態
度
の
中
に
も
、
ル
タ
ー
の
臨
終
理
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解
と
実
践
の
場
（
ル
タ
ー
の
死
）
に
も
観
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
連
続
性
だ
け
で
な
く
、
飛
躍
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
と
き
、
宗
教
改
革
的
な
思
想
の
特
質
が
明
ら
か
に
な
る
。
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
神
学
部
の
歴
史
神
学
教
授
で
あ
っ
た
ベ
ル
ン
ト
・

ハ
ム
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
「
私
た
ち
の
外
に
あ
る
聖
性
（Extra-nos-H

eiligkeit

）」
及
び
「
私
た
ち
の
外
に
依
拠
す
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（Extra-nos-Identität

）」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
神
学
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、

こ
の
ハ
ム
の
研
究
を
手
が
か
り
に
、
中
世
と
ル
タ
ー
の
連
続
性
と
断
絶
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る）

（1
（

。

１　

中
世
の
「
死
へ
の
準
備
」
の
特
徴

ハ
ム
は
、
中
世
後
期
の
神
学
者
た
ち
が
「
成
功
す
る
死
」
を
「
外
側
に
あ
る
庇
護
す
る
力
の
圏
域
」
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し

て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
、「
死
の
技
法
」
の
伝
統
の
中
心
に
助
け
と
憐
み
を
求
め
る
祈
り
が
あ
る
と
い
う
点
に
示
さ
れ
て
い
る
と

指
摘
し
、
そ
の
圏
域
の
こ
と
を
「
私
た
ち
の
外
に
あ
る
聖
性
」
と
表
現
し
て
い
る）

（1
（

。
そ
し
て
、
人
間
の
内
面
と
こ
の
外
側
に
あ
る
庇

護
圏
域
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
悔
い
改
め
で
あ
る
。
悔
い
改
め
は
、
人
間
が
そ
の
内
面
に
お
い
て
謙
遜
に
な
る
こ
と
へ
と
導
く
。

こ
の
内
的
謙
遜
さ
の
態
度
は
、
自
分
が
天
の
報
酬
に
全
く
相
応
し
く
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
む
し
ろ
、
代
理
、
仲
裁
、
憐
み
に
全

面
的
に
頼
る
こ
と
へ
と
導
く
。
こ
こ
に
自
己
の
内
面
か
ら
外
側
へ
と
向
か
う
方
向
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
、
こ
の
内
的
謙
遜

さ
に
よ
っ
て
、「
事
実
上
、
神
の
前
に
真
の
道
徳
性
、
功
績
的
か
つ
贖
罪
的
な
価
値
」
が
獲
得
さ
れ
る）

11
（

。
ハ
ム
は
、
そ
こ
に
伝
統
的

な
協
働
モ
デ
ル
を
見
て
い
る
。「
死
の
技
法
に
典
型
的
な
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
恩
恵
豊
か
な
庇
護
者
の
積
極
的
な
近
さ
も
、
人
間
の

内
的
な
良
心
と
心
情
の
形
成
も
、
臨
終
の
時
に
頂
点
へ
と
到
達
さ
せ
、
そ
し
て
両
者
を
集
中
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
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に
、
一
種
の
伝
統
的
な
協
働
モ
デ
ル
、
つ
ま
り
、
一
種
の
天
国
の
救
い
を
目
指
す
人
間
主
体
と
神
の
協
働
を
認
識
で
き
る
。
も
ち
ろ

ん
、
死
に
臨
む
人
の
協
働
は
、
外
的
行
為
の
次
元
か
ら
解
放
さ
れ
、
内
的
同
意
に
よ
る
愛
と
信
頼
の
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
る
だ
け

で
は
あ
る
が）

1（
（

」。
し
か
も
、
人
間
の
側
の
自
発
的
な
準
備
が
救
い
の
準
備
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
中
世
後
期
の
「
死
の
技
法
」

は
、「
自
発
的
な
準
備
な
し
に
誰
も
救
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
」
も
の
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
論
理
の
ゆ
え
に
、「
死

に
臨
む
人
」
の
自
発
性
の
足
り
な
い
部
分
が
逆
に
補
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ハ
ム
は
、
臨
終
の
時
へ
の
集
中
に

よ
っ
て
、
生
活
領
域
が
世
俗
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
む
し
ろ
、『
こ
の
世
の
空
虚
か
ら
天
の
祝
福
に
向
か
う
よ
り
良
い
人
生
へ
悔

い
改
め
よ
』
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
る
集
中
的
な
キ
リ
ス
ト
教
化
の
推
進
力
が
「
死
の
技
法
」
の
全
体
の
連
関
を
形
成
し
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
そ
の
際
、
ル
タ
ー
の
死
生
観
に
お
い
て
、
こ
の
世
が
世
俗
と
し
て
積
極
的
な
行
為
の
場
と
し
て
理
解
さ
れ
る

の
と
は
逆
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

２　

ル
タ
ー
と
「
死
へ
の
準
備
」

ル
タ
ー
が
一
五
一
九
年
に
執
筆
し
た
『
死
へ
の
準
備
に
つ
い
て
の
説
教
』
も
ま
た
、
中
世
的
な
「
死
の
技
法
」
の
伝
統
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
宗
教
改
革
的
な
神
学
の
視
点
か
ら
中
世
的
な
「
死
へ
の
準
備
」
が
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
ル
タ
ー
の
著
作
に
関
す
る
ハ
ム
の
研
究）

11
（

や
拙
論）

11
（

を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
後
期
中
世
と
ル
タ
ー
の
共
通
点
と
相

違
点
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
本
稿
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
臨
終
の
文
化
に
お
け
る
根
本
的
な
要
素
で
あ
る
、

不
安
、
悔
い
改
め
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
三
つ
の
焦
点
に
絞
っ
て
考
察
を
行
う
。
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ａ　

不
安
の
強
調

ル
タ
ー
は
上
記
説
教
の
六
節
か
ら
八
節
で
、
三
つ
の
恐
れ
の
対
象
、
す
な
わ
ち
、
死
、
罪
、
地
獄
と
い
う
三
つ
の
像
を
挙
げ
て

い
る
。
す
で
に
金
子
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
、
死
の
試
練
に
お
け
る
三
つ
の
連
続
的
な
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る）
11
（

。
つ
ま
り
、
死
を
目
前
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
罪
が
想
起
さ
れ
、
そ
こ
で
罪
の
罰
、
あ
る
い
は
神
の
怒
り
と
し
て
の
最
後
の
審
判

と
し
て
地
獄
が
意
識
さ
れ
る
。
死
と
罪
と
地
獄
と
い
う
観
念
が
、
死
に
臨
む
人
を
、
不
安
と
絶
望
へ
と
陥
れ
る
恐
ろ
し
い
力
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
点
に
、
死
を
危
険
に
満
ち
た
あ
の
世
へ
の
移
行
の
時
と
み
な
し
、
不
安
を
強
調
す
る
中
世
的
な
「
死
の
技
法
」
の
伝

統
と
の
連
続
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ル
タ
ー
の
場
合
、
こ
の
三
つ
の
恐
れ
は
、
身
体
的
な
戦
い
に
よ
っ

て
も
、
内
面
的
な
戦
い
に
よ
っ
て
も
対
抗
で
き
な
い
ほ
ど
に
根
源
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ル

タ
ー
は
有
限
な
人
間
の
「
人
間
と
し
て
の
不
安
と
絶
望
」
と
徹
底
し
て
向
き
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
死
、
罪
、
地
獄
の
力
が
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
大
き
い
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。

「
あ
な
た
は
、
死
を
死
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
自
分
自
身
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
自
分
の
性
質
に
お
い
て
、
も
し
く
は
、
神
の

怒
り
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
人
々
や
、
死
に
打
ち
負
か
さ
れ
た
人
々
に
お
い
て
見
つ
め
た
り
、
考
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
失
わ
れ
、
彼
ら
と
と
も
に
打
ち
負
か
さ
れ
て
し
ま
う）

11
（

」

ル
タ
ー
は
こ
こ
で
、
死
に
ゆ
く
生
が
、
死
と
罪
と
地
獄
に
お
い
て
の
み
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
に
お
い
て
見
ら
れ
る
限
り
、
人
は
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自
分
自
身
に
対
す
る
絶
望
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
死
に
ゆ
く
生
へ
の
執
着
か
ら
、
死
後
の
運
命
に

関
す
る
知
識
を
も
自
ら
が
自
由
に
処
理
可
能
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
を
欲
し
、
自
ら
が
神
と
等
し
く
な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
人
は

己
自
身
に
よ
る
閉
塞
状
態
に
陥
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
に
、
こ
の
閉
塞
状
態
の
打
開
が
い
か
に
可
能
で
あ
る
の
か
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ｂ　

悔
い
改
め
に
お
け
る
「
私
た
ち
の
外
（extra nos

）」
へ
の
転
換

自
分
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
の
不
可
能
性
が
認
識
さ
れ
る
と
き
、
救
い
の
可
能
性
の
問
い
は
、
自
分
の
外
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な

る
。
ル
タ
ー
も
ま
た
、„extra nos
“、
つ
ま
り
自
分
の
外
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
人
が
知
る
べ
き
こ
と
は
、「
神

の
救
い
の
恵
み
の
現
実
へ
と
解
放
す
る
外
側
へ
の
関
係
性
に
自
ら
を
委
ね
る
こ
と
」
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
し
て
、
ル
タ
ー
に
も
、
中
世

的
な
伝
統
に
お
い
て
見
ら
れ
た
死
に
臨
む
人
を
庇
護
す
る
も
の
と
し
て
の
「
私
た
ち
の
外
に
あ
る
聖
性
（Extra-nos-H

eiligkeit

）」

へ
の
眼
差
し
が
観
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ハ
ム
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
彼
［
ル
タ
ー
］
は
、
こ
の
伝
統
を
先
へ
と
進
め
、
キ

リ
ス
ト
の
救
済
行
為
の
効
力
を
愛
や
悔
い
改
め
の
能
力
と
い
っ
た
人
間
的
な
質
へ
の
問
い
か
ら
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
伝
統
を
終
着
点
へ
と
も
た
ら
し
た
」
の
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、「
私
た
ち
の
外
に
あ
る
聖
性
」
に
自
己
を
委
ね
、
結
び
つ
け
る
内

的
態
度
が
神
の
前
で
の
自
己
の
価
値
を
最
終
的
に
高
め
る
自
発
的
・
功
績
的
行
為
と
な
る
と
い
う
考
え
は
、
ル
タ
ー
に
継
承
さ
れ
て

い
な
い
。
ル
タ
ー
の
場
合
、„extra nos

“
は
、
私
た
ち
の
外
か
ら
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
る
恵
み
の
約
束
を
受
け
容
れ
る
態
度
に
集

中
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
信
仰
の
み
（sola fide

）」
と
い
う
内
的
態
度
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。

ル
タ
ー
は
、
外
か
ら
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
る
恵
み
の
約
束
を
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
出
来
事
に
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
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を
「
死
に
お
い
て
」
見
る
の
で
は
な
く
、
死
を
「
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
の
み
」
見
る
こ
と
を）

11
（

、
あ
る
い
は
、
死
を
「
十
字
架
の
キ
リ

ス
ト
が
あ
な
た
の
罪
を
あ
な
た
か
ら
取
り
去
り
、
そ
れ
を
あ
な
た
の
た
め
に
担
い
、
そ
の
息
の
根
を
と
め
る
こ
と
」
に
お
い
て
見
る

こ
と
を
勧
め
る）

1（
（

。
ル
タ
ー
の„extra nos

“に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
で
あ
る
。「
自
己
を
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
の
み
探
究
し
、

自
己
に
お
い
て
求
め
る
な
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
自
己
を
永
遠
に
キ
リ
ス
ト
の
内
に
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う）

11
（

」。
自
己
自
身
の
中

に
で
は
な
く
「
キ
リ
ス
ト
の
中
に
」
探
し
、
見
い
だ
さ
れ
る
自
己
を
、
ハ
ム
は
「
私
た
ち
の
外
に
依
拠
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

（Extra-nos-Identität
）」
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
内
か
ら
外
へ
の
、
つ
ま
り
、
自
己
を
求
め
る
こ
と
か
ら
私
た
ち
の
外
に

依
拠
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
と
解
放
す
る
転
換
」
に
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
の
「
死
の
技
法
」「
死
へ
の
準
備
」
の
す
べ
て
が
か

か
っ
て
い
る
と
ハ
ム
は
指
摘
す
る）

11
（

。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
能
動
的
な
義
か
ら
受
動
的
な
義
へ
の
転
換
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
お
い

て
、
悔
い
改
め
に
お
け
る
「
私
た
ち
の
外
（extra nos

）」
へ
の
関
わ
り
と
い
う
中
世
後
期
的
な
枠
組
み
は
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
質
的
な
転
換
が
遂
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ｃ　

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
価
値

自
己
に
お
い
て
か
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
か
。
問
題
は
、
自
己
自
身
を
ど
こ
で
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
自
己
自
身
を
永
遠
に
見
出
す
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ル
タ
ー
が
神
の
こ
と
ば
と
価
値
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
箇
所
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

「
信
仰
は
価
値
を
生
じ
、
疑
い
は
無
価
値
を
生
じ
る
」（
一
六
節）

11
（

）。
こ
れ
は
、
ル
タ
ー
が
、
死
と
罪
と
地
獄
へ
の
対
抗
策
と
し
て

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
へ
の
信
仰
を
推
奨
す
る
文
脈
で
語
っ
た
一
節
で
あ
る
。
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
は
、
死
と
罪
と
地
獄
を
克
服
し
た
キ
リ
ス
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ト
の
生
に
つ
い
て
の
「
目
に
み
え
る
し
る
し
」
で
あ
り）

11
（

、「
神
の
外
的
な
言
葉
」
で
あ
る）

11
（

。
し
か
し
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
に
、
悪
魔
が
あ
ら
わ
れ
、
神
の
恵
み
を
受
け
る
に
相
応
し
い
価
値
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
考
え
を
も
た
ら
し
、
己
自

身
へ
の
疑
い
を
起
こ
さ
せ
る
。
こ
こ
で
、
ル
タ
ー
は
人
間
の
価
値
に
つ
い
て
二
つ
の
異
な
る
態
度
を
「
悪
魔
の
さ
さ
や
き
」
と
「
神

の
言
葉
」
と
し
て
対
置
し
て
い
る
。

「
神
は
あ
な
た
に
、
あ
な
た
の
価
値
の
ゆ
え
に
は
何
も
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
神
は
ま
た
神
の
言
葉
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
あ
な

た
の
価
値
の
上
に
築
く
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
全
く
の
恵
み
か
ら
、
神
は
価
値
の
な
い
あ
な
た
を
神
の
言
葉
と
し
る
し
の
上

に
築
く）

11
（

」。

悪
魔
の
さ
さ
や
き
は
、
神
の
恵
み
を
受
け
る
に
値
す
る
価
値
を
要
求
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
神
の
言
葉
は
「
価
値
の
ゆ
え
に
」
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
恵
み
か
ら
」
価
値
の
な
い
と
こ
ろ
に
与
え
ら
れ
る
。
ハ
ム
は
、
中
世
後
期
の
臨
終
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
特
徴
と

し
て
、「
人
間
に
徳
に
満
ち
、
功
績
的
で
、
贖
罪
的
な
死
へ
の
準
備
を
可
能
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
集
中
さ
せ
た
り
し
、
そ

の
庇
護
的
作
用
に
よ
っ
て
補
足
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
」
こ
と
、
そ
し
て
、「
そ
の
［
臨
終
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
］
聖
性
が
、
人

間
の
生
の
聖
性
の
最
終
的
向
上
と
い
う
技
法
構
想
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
そ
の
上
で
、
ル
タ
ー
の
サ
ク

ラ
メ
ン
ト
理
解
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
ル
タ
ー
の
場
合
、
そ
れ
に
対
し
て
諸
々
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
全
く
反
対
に
、
試
練

を
受
け
る
罪
人
に
、
彼
の
救
い
が
あ
ら
ゆ
る
彼
自
身
の
質
、
道
徳
性
、
聖
性
、
価
値
の
い
か
な
る
条
件
に
も
依
存
し
な
い
、
と
い
う

確
信
を
与
え
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

」。『
死
へ
の
準
備
に
つ
い
て
の
説
教
』
の
一
六
節
に
お
け
る
ル
タ
ー
の
理
解
に
従
え
ば
、
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神
の
言
葉
、
あ
る
い
は
そ
の
外
的
し
る
し
と
し
て
与
え
ら
れ
る
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
が
、
己
の
外
か
ら
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
賜
物

と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
と
き
、
人
間
を
絶
望
へ
と
導
く
死
と
罪
と
地
獄
の
諸
力
は
「
無
害
な
も
の
」
と
な
り
、
そ
う
し
て
自
己
の

死
が
受
容
さ
れ
る）

11
（

。「
そ
こ
に
（
神
の
言
葉
に
）
私
は
と
ど
ま
り
、
そ
こ
で
私
は
死
ぬ）

1（
（

」。
こ
う
し
て
、
ハ
ム
が
考
察
し
て
い
る
よ
う

に
、
確
か
に
一
五
一
九
年
の
『
死
へ
の
準
備
に
つ
い
て
の
説
教
』
の
中
で
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
約
束
へ
の
信
仰
と
い
う
ル
タ
ー
の
神

学
的
特
徴
が
確
認
さ
れ
る
。

ｄ　

ル
タ
ー
の
「
反
技
法
」
と
し
て
の
死
へ
の
準
備

以
上
、
ル
タ
ー
の
一
五
一
九
年
の
著
作
を
手
が
か
り
に
、
三
つ
の
観
点
か
ら
死
へ
の
準
備
に
関
す
る
中
世
後
期
の
理
解
と
ル
タ
ー

の
理
解
と
の
共
通
点
と
相
違
点
と
を
確
認
し
て
き
た
。
不
安
の
強
調
、
私
た
ち
の
外
に
あ
る
救
い
へ
の
関
わ
り
、
そ
し
て
サ
ク
ラ
メ

ン
ト
の
積
極
的
な
効
用
へ
の
言
及
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ル
タ
ー
は
中
世
後
期
の
「
死
の
技
法
」
の
語
り
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か

し
、
ル
タ
ー
の
一
五
一
九
年
の
説
教
に
、
従
来
の
「
死
の
技
法
」
の
協
働
的
モ
デ
ル
と
の
決
定
的
な
断
絶
が
見
ら
れ
た
。
ハ
ム
の
言

葉
を
用
い
れ
ば
、
中
世
後
期
の
「
死
の
技
法
」
に
対
し
て
、
ル
タ
ー
に
よ
る
「
祝
福
さ
れ
た
死
の
〈
反
技
法
（A

ntikunst

）〉」
と

い
う
宗
教
改
革
的
な
類
型
の
基
礎
が
築
か
れ
た）

11
（

。
中
世
後
期
の
死
生
観
に
お
い
て
、
道
徳
的
完
全
化
プ
ロ
セ
ス
の
完
成
の
頂
点
と
し

て
の
臨
終
へ
の
集
中
が
、
こ
の
世
を
空
虚
な
も
の
と
し
て
軽
視
す
る
態
度
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、「
臨
終
の
時
」
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
た
「
生
か
ら
死
へ
」、
さ
ら
に
は
「
死
後
の
生
へ
」
と
い
う
方
向
性
だ
け
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー
も
ま
た
、

「
生
か
ら
死
へ
」
と
向
か
う
人
間
存
在
と
そ
の
不
安
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
の
場
合
、
私
た
ち
の
外
に
あ
る

（extra nos

）
神
の
恵
み
と
そ
こ
へ
全
面
的
に
委
ね
る
信
仰
に
よ
っ
て
、
信
仰
者
は
全
人
生
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
死
の
不
安
の
力
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の
圏
域
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
ル
タ
ー
は
、
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
の
中
に
「
死
か
ら
生
へ
」
と
転
回
さ
れ
る
自
己
を
見
い
だ
す
と
述
べ

て
い
る
。
こ
う
し
て
死
ぬ
べ
き
生
は
、
そ
の
死
を
も
含
め
て
喜
び
を
も
っ
て
生
き
ら
れ
る
祝
福
さ
れ
た
生
と
な
る
。「
死
を
喜
ん
で

迎
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
死
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
の
生
の
新
し
い
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
ま

た
、
ル
タ
ー
が
、
い
ま
に
も
死
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
は
死
を
見
つ
め
る
の
に
「
不
適
当
な
時
機
」
で
あ
り）

11
（

、
む
し
ろ
ま
だ

健
在
な
時
に
そ
れ
を
行
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
勧
め
て
い
る
と
き）

11
（

、
彼
と
っ
て
の
「
死
」
の
問
題
が
、
も
は
や
「
死
の
瞬
間
」
と

そ
の
時
に
集
中
し
て
求
め
ら
れ
る
「
技
法
」
に
特
別
な
仕
方
で
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
祝
福
さ
れ
た
死

の
理
解
は
、
祝
福
さ
れ
た
生
へ
の
自
覚
を
促
す
も
の
と
な
る
。

五　

お
わ
り
に
―
現
代
へ
の
問
い
か
け

キ
リ
ス
ト
教
史
全
体
を
通
し
て
、「
死
に
臨
む
」
人
間
の
問
題
、
そ
し
て
そ
の
最
後
の
迎
え
方
や
看
取
り
方
が
常
に
重
要
な
課
題

で
あ
っ
た
。
中
世
に
発
展
し
た
臨
終
の
儀
礼
、
特
に
悔
い
改
め
の
儀
礼
は
、
自
己
の
内
面
と
心
の
闇
を
見
つ
め
る
場
を
提
供
し
て
き

た
。
こ
の
場
所
が
、
不
安
の
解
消
だ
け
で
な
く
、
不
安
の
増
幅
に
も
作
用
し
た
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
を
取
り
除

い
た
と
し
て
も
、
人
間
が
い
つ
の
時
代
も
内
面
の
闇
の
問
題
、
罪
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
生
き
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
必
要
と
し
て

い
る
と
い
う
問
題
そ
れ
自
体
が
無
く
な
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
人
々
が
安
心
し
て
自
己
の
心
の
闇
と
向

き
合
う
場
所
が
ど
れ
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
山
形
に
あ
る
独
立
学
園
で
校
長
を
務
め
て
い
た
安
積
力
也
は
、
こ
の
国
の
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子
ど
も
た
ち
、
青
年
た
ち
の
最
大
の
悲
劇
は
心
の
闇
（
封
印
し
た
未
解
決
問
題
）
を
見
る
意
味
と
勇
気
を
、
教
え
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
だ
と
語
っ
て
い
た）

11
（

。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
場
所
の
喪
失
が
、
こ
の
国
で
人
格
が
形
成
さ
れ
る
場
や
環
境
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
。
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
様
々
な
臨
終
を
め
ぐ
る
理
論
と
実
践
は
、
人
間
が
安
心
し
て
自
己
の
内
面
と
向

き
合
う
場
所
を
構
築
し
保
障
す
る
試
み
の
歴
史
と
言
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
際
、「
私
た
ち
の
外
（extra nos

）」
と
の
関
係

性
が
一
つ
の
焦
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間
が
抱
え
る
問
題
を
乗
り
越

え
る
た
め
の
糸
口
も
ま
た
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

宗
教
改
革
か
ら
五
百
年
を
迎
え
る
今
日
、
外
面
的
に
は
、
宗
教
か
ら
遠
く
離
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
世
界
を
生
き
て
い
る
た
め
、

多
く
の
人
は
、
ル
タ
ー
が
悩
ん
だ
宗
教
的
問
題
と
関
係
の
無
い
世
界
を
生
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ル

タ
ー
の
時
代
の
人
間
が
経
験
し
た
、
最
後
の
審
判
と
永
遠
の
死
の
不
安
と
い
う
宗
教
的
な
枠
組
み
の
中
で
経
験
さ
れ
た
、
究
極
的
な

存
在
の
根
拠
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
現
代
で
は
、
表
面
的
に
は
宗
教
と
は
直
接
関
係
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
、
世
俗
化
し
た
社
会
の
枠

組
み
の
中
で
経
験
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
日
常
の
社
会
的
関
係
や
経
済
の
原
理
が
絶
対
視
さ
れ
、
社
会
の
要
求

に
常
に
応
え
る
た
め
の
自
己
形
成
や
自
己
評
価
を
強
制
さ
れ
る
と
き
、
自
己
の
存
在
の
意
味
や
価
値
の
喪
失
、
さ
ら
に
は
、
尊
厳
の

喪
失
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
代
の
観
察
か
ら
、
私
た
ち
は
相
変
わ
ら
ず
、
し
か
も
切
実
に
、
ル
タ
ー
が
示
し

た
人
間
の
側
に
依
拠
す
る
世
界
と
神
の
側
（
私
た
ち
の
外
）
に
依
拠
す
る
世
界
の
、
い
ず
れ
を
人
間
が
生
き
る
世
界
の
本
質
と
見
な

す
の
か
問
わ
れ
て
い
る
状
況
に
生
き
て
い
る
。
時
代
は
確
か
に
変
化
し
て
い
る
が
、
心
の
闇
と
裁
き
へ
の
恐
れ
の
経
験
、
そ
し
て
、

そ
の
中
で
、
自
己
を
喪
失
す
る
経
験
の
中
で
苦
し
ん
で
い
る
人
間
に
、
そ
の
問
題
に
対
抗
す
る
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

は
、
ル
タ
ー
が
見
出
し
た
よ
う
に
、「
私
た
ち
の
外
（extra nos

）」
か
ら
無
条
件
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
信
頼
で
あ
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り
、
そ
の
よ
う
な
関
係
性
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
よ
る
無
条
件
の
赦
し
と
受
け
容
れ
と
い
う
出
来
事
の
中
で
自

己
を
探
し
求
め
る
な
ら
ば
永
遠
に
自
己
を
見
出
す）

11
（

、
と
い
う
ル
タ
ー
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
現
代
に
相
変
わ
ら
ず
、
恐

れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
生
を
生
き
る
根
源
的
な
可
能
性
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

か
つ
て
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
虚
構
と
し
て
の
世
界
の
破
滅
を
夢
見
た
が
、
い
ま
や
万
人
が
世
の
破
滅
を
現
実
の
予
想
と
し
て
い

る
、
と
語
っ
た
の
は
社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
で
あ
る
。「
誰
も
が
、
近
い
将
来
ほ
ん
と
う
に
破
局
が
訪
れ
得
る
と
知
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
こ
の
ま
ま
行
け
ば
大
丈
夫
、
と
思
っ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
現
状
の
ま
ま
続
け
れ
ば
、
日
本
は
、
地
球
は
破
局
的
結

末
の
到
来
を
避
け
ら
れ
な
い
。
労
働
力
不
足
に
よ
る
福
祉
制
度
の
根
底
的
崩
壊
か
、
極
端
な
格
差
か
、
核
戦
争
か
、
生
態
系
の
破
壊

か
、
具
体
像
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
的
な
予
想
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
私
た

ち
は
、
破
局
の
回
避
と
い
う
最
小
限
の
条
件
を
満
た
す
理
想
社
会
へ
の
道
す
ら
見み

い
だ出

せ
な
い
。
か
つ
て
一
人
の
妄
想
だ
っ
た
こ
と

が
、
今
や
、
万
人
の
予
想
の
う
ち
に
あ
る
。
事
態
は
ま
し
に
な
っ
た
の
か
？）

11
（

」。
こ
の
よ
う
な
死
の
予
感
と
不
安
と
そ
こ
か
ら
生
じ

る
閉
塞
感
に
覆
わ
れ
た
現
代
社
会
は
、「
今
こ
こ
で
」
の
世
界
の
積
極
的
な
意
義
と
そ
の
世
界
を
生
き
る
力
を
ど
の
よ
う
に
し
て
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
「
こ
の
世
の
生
の
延
長
と
し
て
の
永
遠
の
命
」
を
求
め
て
「
死
と
闘
う
」
こ
と
に

お
い
て
、
こ
と
ご
と
く
敗
北
し
て
き
た
し
、
問
題
の
前
に
立
た
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
己
と
世
界
そ
れ
自
体
の
中
に
答
え
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
ず
に
立
ち
す
く
ん
で
い
る
。

ル
タ
ー
は
、「
死
へ
の
準
備
」
の
中
で
死
に
対
抗
す
る
勇
気
の
源
泉
を
問
う
た
と
き
、「
死
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
自
分
自
身
に
お

い
て
、
あ
る
い
は
自
分
の
性
質
に
お
い
て
」
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
破
滅
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た）

11
（

。
現
代
社
会

に
生
き
る
私
た
ち
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
死
の
経
験
に
直
面
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
自
己
自
身
の
中
」
に
、
ま
た
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「
世
界
そ
れ
自
体
の
中
」
に
転
換
の
可
能
性
を
探
し
て
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
そ
こ
か
ら
は
破
滅
の
予
感
し
か
現

れ
て
こ
な
い
と
い
う
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
状
況
が
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
死
の
不
安
と
対
峙
す
る
中
で
、
自
己
の
中
で
も
な
く
、
世

界
の
中
で
も
な
く
、
も
っ
と
根
源
的
な
「
私
た
ち
の
外
」
と
い
う
関
係
性
に
身
を
開
き
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
確
立
す
る
転
換
が
ど
う

し
て
も
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
「
対
抗
」
で
き
る
答
え
を
聖
書
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
の
福

音
の
中
に
見
い
だ
し
た
。
自
己
を
中
心
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
外
か
ら
来
る
絶
対
的
に
赦
し
、
受
容
す
る
恩
恵
の
関
係
性

に
身
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
、
自
己
と
こ
の
世
を
積
極
的
に
評
価
し
、
ま
た
、
積
極
的
に
他
者
と
共
に
生
き
る
態
度
が

生
じ
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
神
学
的
思
想
が
宗
教
改
革
と
い
う
一
つ
の
社
会
を
新
し
く
形
成
す
る
運
動
の
推
進
力
と
な
っ
た
こ
と
を

私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。
存
在
の
根
源
を
脅
か
す
あ
ら
ゆ
る
恐
れ
か
ら
自
由
な
人
間
が
、
積
極
的
に
他
者
と
共
に
生
き
、
共
に
生
き

る
社
会
の
形
成
に
参
与
し
、
喜
ん
で
奉
仕
す
る
世
界
に
つ
い
て
、
ル
タ
ー
は
『
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
の
自
由
』
の
二
つ
の
命
題
に

お
い
て
示
し
て
い
る）

11
（

。

か
つ
て
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
連
盟
議
長
を
務
め
た
マ
ル
ゴ
ッ
ト
・
ケ
ー
ス
マ
ン
は
、
二
〇
一
四
年
に
死
と
痛
み
の
問
題
を
ル

タ
ー
と
の
関
連
で
考
察
し
た
講
演
で
、
繰
り
返
し
ド
イ
ツ
の
神
学
者
で
あ
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ハ
イ
ン
ツ
・
ツ
ァ
ー
ル
ン

ト
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。「
こ
の
世
の
生
の
終
わ
り
な
き
延
長
に
誰
が
耐
え
う
る
だ
ろ
う
か
。［
中
略
］
死
を
廃
止
す
る
こ
と

が
、
永
遠
の
命
で
は
な
い）

1（
（

」。
む
し
ろ
、
死
は
そ
れ
に
相
応
し
い
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
死
が
人
間
の
謎

（Rätsel

）
か
ら
神
の
秘
密
（Geheim

nis

）
に
な
る
と
き
、
私
た
ち
は
一
歩
前
進
し
、
人
間
の
生
活
、
人
生
の
知
恵
の
最
後
の
段
階

に
到
達
し
、
時
間
的
に
過
ぎ
行
く
も
の
を
祝
福
で
き
る
よ
う
に
な
る）

11
（

」。
ケ
ー
ス
マ
ン
は
、
こ
の
ツ
ァ
ー
ル
ン
ト
の
言
葉
を
引
用
し

た
後
、「
ル
タ
ー
も
そ
こ
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
何
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
ル
タ
ー
の
死
の
経
験
の
記
憶
と
想
起
は
、
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宗
教
改
革
か
ら
五
百
年
た
っ
た
不
安
の
時
代
に
、
自
由
と
希
望
を
持
っ
て
生
き
る
た
め
の
重
要
な
問
い
か
け
と
、
確
か
な
方
向
性
を

与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ル
タ
ー
が
そ
の
神
学
の
土
台
と
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
告
白
録
』
を
次
の
よ
う
な

言
葉
で
始
め
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
神
の
秘
密
と
し
て
の
人
間
の
生
と
死
の
理
解
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
あ
な
た
が
か
り
た
て
ま

す
、
あ
な
た
を
讃
え
る
こ
と
が
喜
び
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
わ
た
し
た
ち
を
あ
な
た
に
向
け
て
創
ら
れ
た
か
ら
で
す
、

そ
の
た
め
私
た
ち
の
心
は
、
あ
な
た
の
う
ち
に
憩
う
ま
で
は
安
ら
ぎ
を
え
ま
せ
ん）

11
（

」。
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注
（
１
）
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
八
日
に
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
大
森
教
会
で
開
催
さ
れ
た
「
ル
タ
ー
研
究
所
秋
の
講
演
会
」
に
お
い

て
、「
ル
タ
ー
か
ら
今
を
考
え
る

―
宗
教
改
革
か
ら
五
〇
〇
年
後
の
人
間
の
自
由
と
不
安
と
希
望
」
と
い
う
題
目
で
行
わ
れ
た
講
演

の
原
稿
に
加
筆
修
正
を
施
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
ル
タ
ー
が
死
に
臨
む
様
子
を
記
録
し
た
報
告
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ル
タ
ー
か
ら
今
を
考
え
る　

宗
教
改
革
五
〇
〇
年
の
記
憶
と
想

起
』
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
（
以
下
『
ル
タ
ー
か
ら
今
を
考
え
る
』
と
略
記
）、
第
１
章
「
ル
タ
ー
メ
モ
リ
ア
の

は
じ
ま
り
」
の
中
で
よ
り
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

（
３
） Justus Jonas und M

ichael Coelius, V
om

 christlichen abschied aus diesem
 tödlichen leben des ehrw

ürdigen H
errn 

D
. M

artini Lutheri, Georg Rhaw
, W

ittenberg 1546, in: Joachim
 Bauer, M

artin Luther Seine letzte Reise, Gerhard 
Seichter, Rudolstadt 1996.

（
４
）V

gl. Joachim
 Bauer, op. cit., S.73, 77, 83.

（
５
）Ibid., S.85.

（
６
） U

lrich V
olp (H

g.), T
od, M

ohr Siebeck, T
übingen, 2018 (U

T
B Band 4887) 

（
以
下
、V

olp

と
略
記
）. 

教
会
史
に
関
わ
る
章

は
、
一
一
七
頁
か
ら
一
六
一
頁
で
、U

lrich V
olp

が
執
筆
担
当
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
に
お
け
る
人
間
の
死　

教
会
史
的
視
点
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
ボ
ル
プ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
人
々
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
区
別
す
る
特
徴
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
、
十
字
架
を
負
う
殉
教
の
死
で
あ
る
と
述
べ
る
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
（
没
二
二
〇
年
以
降
）
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。T

ertullian, 
D

e anim
a 55, 5 in: V

olp, S.119.

（
８
）Gregor von N

yssa, V
ita M

acrinae 984B-986C), in: V
olp, S.119-120. 

マ
ク
リ
ナ
は
少
し
ず
つ
弱
っ
て
い
く
中
で
、
繰
り
返
し
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神
に
祈
り
、
祈
り
の
後
に
、
手
で
顔
や
胸
の
前
で
十
字
を
切
っ
て
い
た
様
子
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
詩
編
の
要
素
を
含
む
マ
ク

リ
ナ
の
祈
り
は
、
そ
の
後
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
暗
誦
し
、
死
に
臨
む
時
に
唱
え
る
祈
り
と
し
て
憶
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

（
９
） A

ugustinus, Epistula 158, 2, in: V
olp, S.120. 

詩
編
八
四
編
三
節
と
詩
編
二
三
編
五
節
を
謳
い
、
十
字
を
切
っ
て
息
を
引
き
取
っ

た
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
四
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
良
い
死
」
の
理
想
を
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
10
） Possidius, V

ita A
ugustini 31, 2-6, in: V

olp, S.120. 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
死
に
つ
い
て
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
死
に
至
る
病
の
中

で
、
彼
は
悔
い
改
め
の
詩
編
を
ベ
ッ
ド
の
横
の
壁
に
貼
り
つ
け
、
繰
り
返
し
そ
れ
ら
の
詩
編
を
眺
め
て
涙
を
流
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

息
を
引
き
取
る
一
〇
日
前
か
ら
、
食
事
以
外
の
た
め
に
部
屋
に
入
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
生
涯
の
残
り
の
時
間
を
誰
に
も
邪
魔
さ
れ
ず
に

神
へ
の
祈
り
の
時
と
し
て
過
ご
し
た
と
い
う
。

（
11
）
洗
礼
後
に
生
じ
る
罪
と
そ
の
赦
し
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、Gustaf A

dolf Benrath, A
rt. Buße V

. H
istorisch, in: 

T
RE7, 1981, S.452-473

を
参
照
。

（
12
）V

olp, S.121f.

（
13
）V

olp, S.136.

（
14
）V

gl. V
olp, S.136. 

（
15
）V

gl. V
olp, S.137. 

後
の
死
者
ミ
サ
及
び
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に
よ
る
ロ
ー
マ
・
ミ
サ
典
礼
書
に
つ
い
て
は
、V

olp, S.141

を
参
照
。

（
16
）V

olp, S.137.

（
17
）V

olp, S.139.

（
18
）V

gl. Bernd H
am

m
, D

er frühe Luther, T
übingen 2010, S.115-163 (K

ap.5). 

初
出
：Bernd H

am
m

, Luthers A
nleitung 

zum
 seligen Sterben vor dem

 H
intergrund der spätm

ittelalterlichen A
rs m

oriendi, in: Jahrbuch für biblische 
T

heologie 19(2004): Leben trotz T
od, （

以
下
、H

am
m

と
略
記
）S.311-362.

（
19
）H

am
m

, S.128.
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（
20
）H

am
m

, S.130.
（
21
）H

am
m

, S.130.
（
22
）H

am
m

, S.133.

（
23
）H

am
m

, S.133f.

（
24
）V
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