
ル
タ
ー
主
義
に
お
け
る
釈
義
原
理

橋
本
昭
夫

一
、
導
入
―
―
「
聖
書
の
み
」
と
「
釈
義
」
原
理

宗
教
改
革
の
実
質
原
理
は
「
恵
み
の
み
」（sola

gratia

）、
形
式
原
理
は
「
聖
書
の
み
」（sola

scriptura

）
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
ふ
た
つ

の
原
理
に
、「
信
仰
の
み
」（sola

fide

）
が
加
え
ら
れ
、
宗
教
改
革
的
信
仰
の
旗
幟
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
と
り
わ
け

「
聖
書
の
み
」
は
、
宗
教
改
革
以
降
、
ほ
と
ん
ど
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
主
張
さ
れ
て
い
る
基
本
線
で
あ
る
。
細
目
に
お
い
て
多
少

違
っ
て
い
て
も
、「
信
仰
と
生
活
の
唯
一
の
規
範
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
派
に
お
い
て
は
一
致
す
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
が
そ
の
原
理
が
釈
義
に
お
い
て
、
ど
う
理
解
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
す
で
に
宗

教
改
革
時
代
、
お
な
じ
く
「
聖
書
の
み
」
を
主
張
し
な
が
ら
異
な
る
宗
教
改
革
の
概
念
が
形
成
さ
れ
展
開
さ
れ
た
よ
う
に
、
(1)

現
代
で
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る
。
両
者
の
相
違
は
、
前
者
が
所
与
の
テ
キ
ス
ト
の
語
義
を
確
定
し
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
そ
れ
が
生
み
だ
さ
れ
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
釈
義
の
結
果
が
、
時

間
・
空
間
を
隔
て
て
釈
義
を
す
る
者
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
（
つ
ま
り
「
理
解
」
さ
れ
る
か
）
を
問
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
釈
義
は
よ
り
文
献
学
的
、
解
釈
学
は
よ
り
実
存
的
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、「
釈
義
」

と
「
解
釈
」
は
、
こ
と
神
学
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
厳
密
に
区
別
し
得
な
い
。
そ
の
実
例
は
、
新
約
聖
書
の
パ
ウ
ロ
の
「
旧
約
解
釈
」

に
見
ら
れ
る
。
お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
釈
義
と
解
釈
の
分
化
は
、
歴
史
的
批
判
的
意
識
の
産
物
と
理
解
で
き
る
。
と
は
言
え
、
現
代
で
も

そ
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
保
守
的
伝
統
的
に
聖
書
を
釈
義
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
歴
史
主
義
的
前
提
か
ら
釈
義
を
す
る

に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
解
釈
学
的
前
提
が
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
必
然
的
に
あ
る
。
釈
義
と
解
釈
が
、
往
々
に
し
て
同
じ
内
容
の
異
な
る
言
い

回
し
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
小
論
に
お
け
る
「
釈

義
」
は
、「
解
釈
」
の
意
味
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
「
釈
義
」
を
狭
義
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
小
論
の

射
程
は
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
か
か
げ
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
原
理
、
た
と
え
ば
聖
書
は
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
も
っ
と
も
確
か
で
あ
り
、
容
易

に
理
解
で
き
、
明
瞭
で
あ
り
、（
そ
し
て
）
自
ら
の
解
釈
者
」
(5)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、「
文
字
通
り
の
意
味
」
の
優
先
、「
不
明
な
テ
キ

ス
ト
箇
所
は
明
確
な
テ
キ
ス
ト
箇
所
に
よ
っ
て
」
(6)

解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

ル
タ
ー
主
義
に
お
け
る
釈
義
原
理
の
本
来
の
意
義
は
、
そ
の
解
釈
学
的
出
発
点
を
考
察
せ
ず
し
て
は
得
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
小
論

に
お
い
て
は
、「
釈
義
」
と
「
解
釈
」
は
、
文
脈
か
ら
明
白
で
な
い
か
ぎ
り
は
、
相
互
に
重
な
り
あ
う
も
の
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
し
た

い
。
(7)
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も
同
じ
主
張
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
聖
書
の
み
」
の
主
張

を
か
か
げ
な
が
ら
も
、
異
な
る
福
音
理
解
を
導
き
出
す
釈
義
が
可
能
で
あ
る
と
き
、「
聖
書
の
み
」
と
い
う
形
式
原
理
だ
け
で
は
、
宗
教

改
革
本
来
の
福
音
理
解
に
到
達
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
聖
書
の
み
」
が
、
具
体
的
に
は
、
ど
う

に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
が
、
聖
書
釈
義
を
深
く
規
定
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。

ル
タ
ー
主
義
に
お
い
て
は
、「
聖
書
の
み
」
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
呼
応
し
て
ど
の
よ
う
な
釈
義
原
理
が
貫
い
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、「
ル
タ
ー
主
義
」
と
言
っ
て
も
、
同
じ
宗
教
改
革
的
源
泉
を
汲
み
な
が
ら
も
、
敬
虔
主
義
の
洗
礼
を

深
く
受
け
た
保
守
的
ル
タ
ー
主
義
か
ら
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
に
積
極
的
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
ル
タ
ー
主
義
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
色

調
の
流
れ
が
あ
る
。
現
代
に
い
た
っ
て
も
な
お
ル
タ
ー
諸
教
会
内
に
「
講
壇
と
聖
卓
の
相
互
承
認
」
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
ル
タ
ー
主
義
」
と
言
っ
て
も
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
。
(2)

た
だ
こ
の
関
連
に
お
い
て
は
、
保
守
・
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
の

違
い
を
超
え
て
認
め
ら
れ
る
ル
タ
ー
主
義
教
会
の
聖
書
観
に
明
確
な
基
本
線
が
あ
る
と
の
認
識
を
出
発
点
と
し
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。
(3)

そ
の
基
本
線
と
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
自
身
の
聖
書
観
お
よ
び
釈
義
原
理
を
、
そ
の
原
理
に
お
い
て
踏
襲
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
ル
タ
ー
自
身
の
聖
書
観
を
考
察
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
立
っ
た
彼
の
釈
義
の
特
質
を
見
て

い
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
や
検
証
を
経
て
得
ら
れ
た
ル
タ
ー
の
釈
義
原
理
が
、
現
代
の
ル
タ
ー
主
義
教
会

の
聖
書
釈
義
に
ど
う
反
映
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
釈
義
的
実
際
が
今
日
の
福
音
主
義
神
学
の
聖
書
釈
義
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
か
を
問
う
て
み
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
(4)

こ
の
序
論
の
関
連
で
、「
釈
義
」
と
い
う
用
語
に
触
れ
、
と
く
に
「
解
釈
」
な
い
し
は
「
解
釈
学
」
と
の
関
連
で
、
そ
の
語
義
を
定
め

て
お
き
た
い
。「
釈
義
」
は
、「（
語
・
意
）
義
」
を
「（
解
）
釈
」
す
る
こ
と
で
、
そ
の
理
論
を
「
釈
義
学
」
と
か
り
に
呼
ぶ
な
ら
ば
、

「
解
釈
学
」
と
同
義
と
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
釈
義
」
は
西
欧
語
に
お
け
るexegesis

で
あ
り
、「
解
釈
学
」
はherm
eneutics

で
あ
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さ
に
「
キ
リ
ス
ト
を
寝
か
せ
て
い
る
か
い
ば
お
け
」
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、「
聖
書
の
み
」
お
よ
び
「
キ
リ
ス
ト
の
み
」
の
観
点
は
、
神
学
史
お
よ
び
釈
義
史
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
が
初
め
て

唱
え
た
の
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
彼
は
保
守
的
で
、
教
会
の
伝
統
の
中
で
、
自
ら
の
神
学
を
形
成
し
て
行
っ
た
人
で
あ
る
。
一
般

に
、
ル
タ
ー
の
神
学
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
伝
統
と
の
断
絶
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
事
実
と
一
致
し
な

い
。
ま
ず
「
聖
書
の
み
」
の
背
景
を
と
り
上
げ
た
い
。
ル
タ
ー
に
先
立
ち
、
ス
コ
ラ
神
学
に
お
い
て
、
ま
た
中
世
の
終
焉
の
時
期
、
公
会

議
主
義
者
や
唯
名
論
者
に
よ
っ
て
聖
書
の
権
威
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
後
者
に
お
い
て
は
教
皇
の
至
上
権
に
対
し
公
会
議
の
優
位

性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
公
会
議
主
義
者
の
な
か
か
ら
、
教
皇
の
権
威
も
含
め
教
会
の
諸
権
威
は
聖
書
の
権
威
か
ら
の
派

生
で
、
そ
れ
ら
す
べ
て
権
威
は
聖
書
の
権
威
に
従
属
す
る
と
の
論
点
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
神
学
に
お
い
て
聖
書
の
首
位
性

に
力
点
を
置
く
こ
と
は
、
宗
教
改
革
者
の
新
発
明
で
は
な
い
」。
(13)

こ
の
よ
う
な
公
教
会
主
義
者
の
聖
書
の
権
威
の
主
張
は
、
教
会
の
権

威
の
三
重
構
造
―
―
つ
ま
り
正
典
と
し
て
の
聖
書
、「
信
仰
の
基
準
」
と
よ
ば
れ
る
信
仰
告
白
的
伝
統
、
そ
し
て
公
同
の
教
会
の
使
徒
的

信
仰
を
体
現
し
て
い
る
と
さ
れ
た
君
主
的
監
督
性
―
―
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
彼
ら
に
お
い
て
は
教
皇
の
至
上
権
に
抗
し
て
正
典
の
権
威
の

首
位
性
を
主
張
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宗
教
改
革
は
、
大
き
く
見
て
、
こ
の
よ
う
な
公
会
議
主
義
の
主
張
を
継
承
し
た
と
言
え
る
。

た
だ
、
こ
こ
か
ら
ル
タ
ー
が
「
聖
書
の
み
」
を
自
覚
的
に
主
張
す
る
に
な
る
に
は
、
カ
ヤ
タ
ン
や
エ
ッ
ク
な
ど
の
教
皇
派
の
神
学
者
た
ち

と
の
論
争
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
聖
書
が
究
極
的
権
威
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
宗
教
改
革
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
伝
承
」
と
の
決
裂
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
キ

リ
ス
ト
教
理
解
が
本
質
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
理
解
と
変
わ
ら
ず
、
論
争
の
焦
点
も
救
済
論
で
あ
る
よ
り
は
、
教
皇
職
の
腐
敗
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
教
会
の
権
威
の
信
憑
性
の
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。
ル
タ
ー
が
、
聖
書
の
中
に
、「
太
陽
の
よ
う
に
」
明

白
で
一
義
的
な
福
音
を
再
発
見
し
、
そ
れ
が
聖
書
の
「
事
柄
」
で
あ
る
と
確
信
し
た
と
き
は
じ
め
て
、
そ
れ
と
異
な
る
教
え
の
よ
り
ど
こ

ルター主義における釈義原理
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二
、
ル
タ
ー
の
「
聖
書
の
み
」
の
歴
史
的
背
景

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
言
わ
れ
た
「
聖
書
の
み
」
は
、
そ
れ
だ
け
が
孤
立
し
た
主
張
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
聖
書

に
記
さ
れ
、
彼
が
み
ず
か
ら
の
実
存
の
苦
悩
の
中
で
テ
キ
ス
ト
に
取
り
組
み
、
そ
こ
で
発
見
し
た
福
音
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
主
張
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
聖
書
の
み
」
は
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
実
と
は
別
個
か
つ
抽
象
的
に
主
張
さ
れ
う

る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ル
タ
ー
が
経
験
し
た
論
争
の
相
手
の
主
張
に
よ
っ
て
は
、
大
き
く
振
幅
す
る
動
的
な
原
理

で
あ
る
。
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
否
定
す
る
よ
う
な
教
会
伝
統
に
対
し
て
は
、
聖
書
の
優
位
性
を
主
張
し
、
教
会
伝
統
を
否
定
し
「
聖
書

の
み
」
を
か
ざ
し
て
福
音
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
基
本
教
理
―
―
た
と
え
ば
幼
児
洗
礼
の
拒
否
！
―
―
を
否
定
す
る
立
場
に

対
し
て
は
、
聖
書
と
教
会
伝
統
の
一
致
し
た
証
言
の
意
義
を
前
面
に
出
す
両
面
性
も
つ
も
の
で
あ
る
。
(8)

と
も
あ
れ
、
ル
タ
ー
が
「
聖

書
の
み
」
を
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
で
自
己
の
神
学
的
立
場
の
要
塞
と
し
た
の
か
を
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ル
タ
ー
の
釈
義
原
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
洞
察
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
の
論
議
を
先
取

り
し
て
言
え
ば
、「
聖
書
の
み
」
は
、「
恩
恵
の
み
」
の
主
張
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
「
キ
リ
ス
ト
の
み
」
の
主
張
で
あ
る
。
(9)

ル
タ
ー
の
釈
義
原
則
は
、
キ
リ
ス
ト
こ
そ
聖
書
の
内
容
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
論
的
で
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト
へ
追
い
や
る

も
の
」
が
、
聖
書
の
内
容
で
あ
る
。
(10)

ま
た
ル
タ
ー
は
、「
も
し
聖
書
か
ら
キ
リ
ス
ト
を
取
り
除
く
と
す
れ
ば
、
あ
な
た
に
な
お
何
が
残

る
の
か
」
と
言
う
。
(11)

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
論
的
釈
義
原
則
は
、「
私
は
…
…
門
で
あ
る
」
と
い
う
主
イ
エ
ス
ご
自
身
の
言
葉
と
、

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
し
か
も
十
字
架
に
つ
け
れ
ら
た
キ
リ
ス
ト
以
外
の
こ
と
は
、
あ
な
た
が
た
の
間
で
何
も
知
る
ま
い
と
決
心
し
た
」

と
い
う
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
、
聖
書
の
解
釈
に
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(12)

彼
に
と
っ
て
、
聖
書
は
、
ま
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人
間
に
与
え
た
も
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
神
の
み
わ
ざ
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
神
が
わ
た

し
た
ち
の
う
ち
に
働
き
た
も
う
こ
と
で
あ
り
、
神
の
力
と
は
そ
れ
を
も
っ
て
神
が
わ
た
し
た
ち
を
強
く
し
た
も
う
力
で
あ
り
、
神
の
知
恵

は
そ
れ
を
も
っ
て
私
た
ち
を
賢
く
し
た
も
う
知
恵
で
あ
り
、「
神
の
救
い
も
、
神
の
栄
光
も
そ
う
で
あ
る
」。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
、
い
わ

ば
解
釈
学
的
な
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
転
回
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ル
タ
ー
の
福
音
の
再
発
見
は
、
苦
悩
と
瞑
想
の
中
で
の
瞬
時
の
経
験
で
あ
っ
た
と
言
う
印
象
を
与
え
る
が
、
す
で
に
引
用
し
た
彼
の
回

顧
か
ら
察
し
う
る
よ
う
に
、「
神
の
義
」
と
い
う
語
句
を
め
ぐ
る
長
い
釈
義
的
苦
闘
の
中
か
ら
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
で

あ
る
。
ル
タ
ー
が
宗
教
改
革
者
と
な
っ
た
の
は
、
彼
の
新
し
い
聖
書
解
釈
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
ル
タ
ー
の
新
し
い
釈
義
原
理
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
ま
た
彼
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
に
聖
書
を
解
釈
し
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
釈
義
原
理
の
確
立
は
、
ロ
ー
マ
書
講
解
が
も
の
に
さ
れ
た
一
五
一
六
〜
一
九
年
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
五
一

三
か
ら
一
五
一
五
年
に
か
け
て
の
第
一
回
詩
篇
講
義
に
お
い
て
そ
の
前
提
と
な
る
釈
義
方
法
が
す
で
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
も
観

察
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
し
た
、
伝
統
と
く
に
釈
義
伝
統
と
の
折
衝
で
あ
る
。
(15)

ル
タ
ー
は
、
こ
の
面
に
お
い
て
も
、
突
如
と
し
て
現
わ

れ
た
釈
義
論
的
奇
跡
で
は
な
か
っ
た
。
聖
書
の
優
位
性
の
承
認
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
的
解
釈
は
、
彼
の
前
に
す
で
に
存
在
し
た
。
ま
た
聖

書
解
釈
方
法
に
お
い
て
も
、
教
会
の
釈
義
の
伝
統
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
た
「
文
字
（
的
解
釈
）
と
霊
（
的
理
解
）」
の
区
別
、
お
よ
び

テ
キ
ス
ト
の
「
四
重
の
意
味
」（Q

uadriga

）
の
並
在
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
は
、
文
字
的
な
意
味
と
霊
的
な
意
味
が
あ
る

と
い
う
こ
と
、
ま
た
テ
キ
ス
ト
が
、
四
重
の
意
味
範
疇
で
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
中
世
に
は
一
般
的
で
あ
り
、
ル
タ
ー
も
そ
の
釈
義

活
動
の
初
期
、
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
(16)

し
か
し
彼
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
圧
倒
的
な
力
に
よ
っ
て
、
伝
統

釈
義
論
を
換
骨
奪
胎
し
、
新
し
い
聖
書
釈
義
の
方
法
に
転
じ
て
い
る
。
釈
義
方
法
が
テ
キ
ス
ト
の
理
解
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
テ
キ

ス
ト
の
内
実
が
釈
義
の
手
続
き
を
、
そ
の
内
実
に
ふ
さ
わ
し
く
変
え
る
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ろ
と
さ
れ
た
「
伝
承
」
の
権
威
を
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

三
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
釈
義
原
理
―
―
そ
の
実
際

中
世
末
期
、
い
く
つ
か
の
教
会
改
革
運
動
が
あ
っ
た
が
、
ル
タ
ー
的
な
宗
教
改
革
に
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
の
福
音
の
再
発
見
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、iustitia

D
ei

（
つ
ま
り
「
神
の
・
義
」）
と
い
う
二
語
か
ら
な
る
概
念
の
新
し
い
理
解
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
詩
篇
で
歌
わ
れ
使
徒
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
ひ
ん
ぱ
ん
に
出
て
く
る
「
神
の
義
」
と
い
う
概
念
の
意
味
は
、
神
が
そ
れ
を
基
準
に
し
て
罪

人
を
審
判
す
る
義
（「
能
動
的
義
」）
で
は
な
く
、
そ
れ
を
も
っ
て
人
間
を
義
な
る
者
と
し
て
立
た
せ
、
救
わ
れ
る
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
自
分
の
も
の
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
、「
骨
が
灰
に
な
る
」
ま
で
の
戦
い
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
晩
年
、

そ
れ
を
「
ラ
テ
ン
語
版
著
作
集
の
序
文
」
で
回
想
し
て
い
る
。
(14)

彼
は
、
ロ
ー
マ
書
一
章
に
出
て
く
る
「『
神
の
義
』
と
い
う
小
さ
な
言

葉
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」。
す
で
に
「
十
戒
の
律
法
」
に
よ
っ
て
神
の
前
に
立
ち
得
な
い
も
の
と
し
て
苦
難
と
苦
悩
を
負
わ

さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も
な
お
足
り
な
い
か
の
よ
う
に
、「
神
は
私
た
ち
の
み
じ
め
さ
を
増
す
た
め
に
福
音
を
た
ず
さ
え
て
」
そ
の

義
を
示
そ
う
と
さ
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
残
酷
な
神
に
対
し
て
、「
怒
り
を
発
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
ふ
し
ぎ
な
「
神
の
義
」
と
い
う
言
葉
に
と
ら
え
ら
れ
、
彼
の
思
い
は
夜
も
昼
も
そ
れ
へ
と
流
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、「『
神
の
義
』
と
は
、
神
の
賜
物
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
義
人
は
信
仰
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
神
の
恵
み
に

よ
っ
て
理
解
し
始
め
た
」。
そ
れ
は
「
福
音
を
媒
介
に
し
て
、
神
の
義
は
受
身
の
義
と
し
て
啓
示
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
わ
れ
み
深
い

神
は
、『
信
仰
に
よ
っ
て
義
な
る
も
の
は
生
き
る
』
と
書
い
て
あ
る
と
お
り
、
信
仰
に
よ
っ
て
私
を
義
と
し
た
も
う
」
と
い
う
経
験
で
あ

っ
た
。
ル
タ
ー
は
、「
神
の
義
」
と
い
う
言
葉
の
、「
神
の
」
と
い
う
所
有
格
的
表
現
は
、
そ
の
所
有
の
目
的
語
の
指
示
す
る
事
実
を
神
が
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人
間
は
「
外
的
言
葉
」
の
被
い
の
な
い
「
裸
の
神
」
の
前
に
立
ち
得
な
い
ゆ
え
に
、
神
は
「
外
的
な
言
葉
」
を
ご
自
身
の
聖
霊
を
お
与
え

に
な
る
唯
一
の
「
手
段
」
と
さ
れ
た
の
で
る
。
し
た
が
っ
て
「
外
的
な
言
葉
」
に
よ
ら
ず
し
て
は
、
聖
霊
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、

神
は
そ
の
「
外
的
な
言
葉
」
に
お
い
て
、
明
晰
か
つ
一
義
的
に
み
心
を
語
ら
れ
示
さ
れ
る
。
(18)

「
文
字
」
を
通
し
て
「
霊
」
が
与
え
ら
れ
、「
霊
」
に
よ
っ
て
初
め
て
「
文
字
」
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
「
事
柄
」
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ル
タ
ー
の
聖
書
釈
義
の
原
理
に
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
循
環
が
見
ら
れ
る
。「
文
字
」
を
と
ら
え
た
だ
け
で
は
、
聖

書
の
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
霊
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
霊
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、「
外
的
な
言
葉
」

を
通
し
て
で
あ
る
。
し
か
も
、
霊
の
賦
与
は
神
の
主
権
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
の
釈
義
は
、
神
の
か
え
り
み
な
し

に
、
そ
し
て
そ
れ
を
待
つ
信
仰
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
「
文
字
」
と
「
霊
」
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
字
の
外
に
秘
義
的
な
意
味
が
あ
る
と
し
た
従
来
の
聖
書
解
釈
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
(19)

「
文
字
」
の
綿
密
な
研
究
に
よ
り
、
聖
書
の
テ

キ
ス
ト
の
「
文
字
ど
お
り
」
の
意
味
の
確
定
に
ル
タ
ー
は
努
力
を
傾
注
し
た
。
ヘ
ブ
ル
語
・
ギ
リ
シ
ャ
語
の
研
究
は
も
と
よ
り
、
そ
の
非

凡
な
言
語
感
覚
に
よ
っ
て
言
葉
の
内
実
に
入
り
、
事
物
の
的
確
な
把
握
や
テ
キ
ス
ト
の
「
文
字
ど
お
り
」
の
意
味
の
理
解
に
払
っ
た
努
力

に
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
(20)

聖
書
の
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳
に
あ
た
り
―
―
聖
書
翻
訳
は
聖
書
解
釈
で
あ
る
―
―
、
彼
は
ヘ
ブ
ル

語
・
ギ
リ
シ
ャ
語
の
学
者
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
語
に
精
通
し
た
同
僚
た
ち
の
協
力
を
求
め
、
原
語
テ
キ
ス
ト
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
、
ど
う
ド
イ
ツ
語
に
再
現
す
べ
き
か
に
腐
心
し
た
資
料
は
、
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
語
る
。
彼
が
晩
年
ま
で
、
訳
の
改
訂
を
く
り
返
し

行
っ
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
(21)

彼
は
ま
た
、
聖
書
の
字
義
に
通
じ
る
た
め
に
、
聖
書
へ
の
精
通
を
求
め
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
ン
ス

に
頼
る
の
は
、
聖
書
研
究
者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
さ
え
揶
揄
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
(22)

釈
義
に
お
い
て
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
「
霊
的
」
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
他
の
文
献
の
解
釈
学
と
は
異
な
り
、
聖
霊
な
る

神
の
働
き
か
け
な
し
に
は
そ
の
よ
う
な
「
理
解
」
は
な
い
。
ル
タ
ー
が
、
エ
ラ
ス
ム
ス
を
は
じ
め
人
文
学
者
た
ち
の
著
作
に
、
そ
の
言
語
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そ
れ
で
は
伝
統
的
釈
義
範
疇
が
ル
タ
ー
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
文
字
と
霊
」（litera

etspiritus

）
の
区
別
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
い
。
こ
の
区
別
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
遡
る
。
彼
は
、
ギ
リ
シ
ャ
古
典
の
解
釈
学
お
よ
び

そ
れ
を
援
用
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
の
旧
約
聖
書
解
釈
の
流
れ
を
統
合
し
つ
つ
、
こ
の
解
釈
法
の
基
礎
を
据
え
た
。
ル
タ
ー
は
、
そ
れ
を

ほ
ぼ
同
世
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
神
学
者
・
人
文
学
者
で
あ
っ
た
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
を
介
し
て
継
承
し
て
い
た
。
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
そ
れ
を

「
聖
書
はsecreta
（
秘
密
）
とm

ysteria

（
神
秘
）
満
ち
て
い
る
形
而
上
学
的
文
書
で
あ
る
」
と
新
プ
ラ
ト
ン
的
に
応
用
し
、
(17)

テ
キ
ス

ト
の
字
義
の
本
来
性
を
認
め
ず
、
字
義
の
背
後
に
あ
る
奥
義
を
さ
ぐ
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
は
、
こ
の
「
文

字
と
霊
」
の
分
離
す
る
の
で
は
な
く
、「
文
字
」
を
と
お
し
て
具
体
的
に
指
示
さ
れ
た
事
実
を
と
お
し
て
霊
が
与
え
ら
れ
る
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
霊
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
「
事
柄
」、
す
な
わ
ち
「
キ
リ
ス
ト
と
そ
の

福
音
」
を
深
く
「
理
解
」
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
聖
書
釈
義
の
目
的
な
の
で
あ
っ
た
。

ル
タ
ー
の
「
霊
的
」
解
釈
は
、「
寓
喩
的
解
釈
」
と
比
較
に
お
い
て
、
そ
の
独
自
性
が
見
え
て
く
る
。
寓
喩
的
解
釈
と
は
、
テ
キ
ス
ト

を
解
釈
者
の
範
疇
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
変
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
テ
キ

ス
ト
に
よ
っ
て
解
釈
者
が
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
要
求
し
な
い
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
を
「
霊
的
」
に
解
釈
す
る
に
は
、

解
釈
者
が
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
「
事
柄
」
―
―
つ
ま
り
福
音
―
―
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
霊
的
に
解
釈
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
が
解
釈
者
の
う
ち
に
生
き
た
神
の
言
葉
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
事
柄
」
が
、
聖
書
の
「
文
字
」

を
通
し
て
生
き
た
現
実
と
な
る
た
め
に
、「
霊
的
解
釈
」
は
テ
キ
ス
ト
の
字
義
を
重
視
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ル
タ

ー
は
文
字
的
解
釈
と
霊
的
理
解
は
内
的
に
連
列
し
、
前
者
は
後
者
の
前
提
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
神
は
テ
キ
ス
ト
の
字
義
ど

お
り
の
意
味
、
つ
ま
り
「
外
的
な
言
葉
」
を
用
い
て
の
み
、
ご
自
身
の
み
心
を
人
間
に
示
さ
れ
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
と

な
ら
れ
た
神
が
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
こ
の
お
方
を
と
お
し
て
神
の
み
心
が
示
さ
る
と
い
う
事
実
と
類
比
的
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
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あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
と
こ
ろ
で
「
四
重
の
意
味
」
的
解
釈
法
は
、
時
に
は
無
意
味
と
見
え
、
時
に
は
難
解
と
見
え
、
時
に
は
深
い

つ
ま
づ
き
と
さ
え
見
え
る
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
の
複
雑
性
を
そ
の
背
景
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
う
と
は
言
え
、
こ
れ
は
往
々

に
し
て
聖
書
の
字
義
的
意
味
を
相
対
化
し
さ
ま
ざ
ま
な
範
疇
を
援
用
し
て
、
き
わ
め
て
恣
意
的
な
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
な
る
強
い
傾
向
を
も

つ
。
ル
タ
ー
は
、
み
ず
か
ら
当
初
そ
れ
を
用
い
つ
つ
も
、
一
五
一
七
年
頃
ま
で
に
は
、
そ
れ
を
放
棄
し
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
必
ず

し
も
画
一
的
に
そ
う
は
言
え
な
い
。
放
棄
し
た
と
言
う
よ
り
、
新
し
い
解
釈
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
鋳
造
し
な
お
し
た
、
と
い
う
方
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
今
日
的
に
は
そ
う
表
現
で
き
る
方
向
を
と
っ
た
と
言
え
る
。
(28)

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

「
こ
の
聖
書
は
わ
た
し
に
つ
い
て
あ
か
し
を
す
る
」
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
（
五
・
三
九
）
の
言
葉
は
、
新
約
・
旧
約
と
も
に
キ
リ
ス

ト
に
つ
い
て
記
し
、
両
者
の
「
事
柄
」
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
論

的
釈
義
は
、
ル
タ
ー
の
時
代
に
は
す
で
に
顕
著
な
釈
義
的
伝
統
と
な
っ
て
い
た
。
ル
タ
ー
は
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
な
ど
と
と
も
に
、
基
本
的

に
は
恣
意
に
走
っ
た
伝
統
的
「
四
重
の
意
味
」
的
解
釈
を
斥
け
た
が
、
同
時
に
そ
の
解
釈
方
法
を
旧
約
聖
書
、
と
り
わ
け
詩
篇
の
（
キ
リ

ス
ト
論
的
）
解
釈
に
お
い
て
自
由
に
用
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
詩
篇
二
三
篇
の
「
牧
者
で
あ
る
主
」
は
預
言
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
こ
そ
が
そ
の
「
文
字
ど
お
り
の
意
味
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
「
牧
者
で
あ
る
主
」
の
意
味
は
、
ル
タ
ー
は
当
時
の
教
会
状
況

に
敷
衍
し
て
釈
義
し
、
個
々
の
信
仰
者
の
信
頼
と
服
従
の
よ
び
か
け
と
し
て
展
開
し
、
さ
ら
に
終
末
の
時
代
に
お
け
る
希
望
と
し
て
語
り

か
け
る
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
は
、
旧
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
論
的
意
味
の
展
開
の
た
め
に
、「
四
重
の
意
味
」
の
範
疇
を

踏
襲
し
、
キ
リ
ス
ト
論
を
要
（
か
な
め
）
と
し
キ
リ
ス
ト
論
を
展
開
す
る
釈
義
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
鋳
造
し
な
お
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

ル
タ
ー
の
「
四
重
の
意
味
」
の
再
鋳
造
の
中
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
そ
の
「
転
義
的
・
道
徳
的
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
釈
義
方
向
で
あ

る
。
彼
は
、「
寓
喩
的
意
味
」
を
テ
キ
ス
ト
の
教
会
論
的
展
開
に
、
ま
た
「
天
的
意
味
」
を
終
末
論
的
希
望
の
敷
衍
に
用
い
て
い
る
。
し
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学
的
・
文
献
学
的
知
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
書
の
釈
義
を
見
い
出
せ
な
い
と
言
っ
て
非
難
し
た
の
も
、
(23)

わ
が
身
の
信
仰
を
か
け
て

の
問
い
か
け
が
な
く
、
そ
の
外
側
に
関
心
を
よ
せ
て
聖
書
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
文
字
」
を
釈
義
し
「
霊
」
の

照
ら
し
を
待
つ
と
い
う
の
は
、
信
仰
者
の
生
き
た
実
存
の
中
で
の
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
が
釈
義
に
没
頭
し
た
の
は
、
彼
自
身

の
「
私
は
い
か
に
恵
み
深
い
神
を
獲
得
し
う
る
の
か
」
と
い
う
救
い
の
渇
望
の
中
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
日
夜
、「
神
の
義
」
と
い
う
言

葉
を
思
い
続
け
た
の
は
、
神
の
審
判
に
い
か
に
し
て
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
彼
の
問
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
が
次
第
に
釈
義

の
原
則
―
―
た
と
え
ば
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
の
意
味
の
明
晰
性
と
一
義
性
な
ど
―
―
を
確
立
し
て
行
っ
た
の
も
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、

あ
の
「
九
十
五
箇
条
の
提
題
」
の
掲
示
以
後
、
教
皇
の
神
学
者
た
ち
の
と
の
度
重
な
る
神
学
論
争
を
経
て
で
あ
っ
た
。
(24)

そ
れ
は
ま
た

実
存
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
に
向
か
う
こ
と
な
し
に
は
、
聖
霊
の
導
き
に
よ
る
神
の
あ
わ
れ
み
は
到
達
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
そ
れ
ゆ
え
に
、
試
練
の
中
で
聖
書
に
聞
く
者
は
、
釈
義
の
専
門
家
で
な
く
て
も
、
聖
書
に
お
け
る
神
の
言
葉
を
聞
き
う
る
。
聖
書
に
は

「
実
に
多
く
の
む
ず
か
し
い
聖
書
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
と
め
る
た
ま
し
い
が
知
る
べ
き
本
質
的
な
も
の
は
太
陽
の
よ
う
に
明
ら
か
」
(25)

な
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
文
字
的
意
味
の
的
確
な
理
解
を
土
台
に
聖
霊
に
よ
り
霊
的
意
味
に
達
す
る
と
い
う
形
で
、
字
的
意
義
と
霊

的
理
解
を
統
合
し
た
。
(26)

ル
タ
ー
は
そ
の
意
味
で
従
来
の
釈
義
伝
統
に
新
し
い
次
元
を
開
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
が

「
四
重
の
意
味
」
に
つ
い
て
も
言
い
う
る
。「
四
重
の
意
味
」
と
は
、「
文
字
的
意
味
」（sensus

litteralis

）、「
寓
喩
的
意
味
」（sensus

allegoricus,sensus
m
ysticus

）、「
転
義
的
・
道
徳
的
意
味
」（sensus

troplogicus,
sensus

m
oralis

）、
お
よ
び
「
天
的
意
味
」（sensus

anagogicus

）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
範
疇
自
体
、
歴
史
の
中
で
種
々
に
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
当
面
の
手
が
か
り
と
し
て
は
以

下
の
便
宜
的
な
「
釈
義
的
覚
書
」
が
助
け
と
な
ろ
う
か
＝
「
文
字
は
形
を
教
え
、
比
喩
は
信
ず
べ
き
こ
と
を
、
道
徳
は
な
す
べ
き
こ
と
を
、

霊
的
な
も
の
は
望
む
べ
き
こ
と
を
」。
(27)

「
四
重
の
意
味
」
は
、
基
本
的
に
は
聖
書
に
文
字
ど
お
り
の
意
味
と
隠
さ
れ
た
本
来
の
意
味
が

44



四
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
聖
書
論
の
基
本
線

聖
書
釈
義
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
、
彼
自
身
の
「
キ
リ
ス
ト
論
的
原
理
」
を
貫
き
、
聖
書
に
お
け
る
神
の
言
葉
の
豊
か
さ
を
講
解
や
説
教

で
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
旧
約
・
新
約
に
含
め
ら
れ
た
諸
書
の
集
成
と
し
て
の
聖
書
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼

の
聖
書
釈
義
の
方
向
、
ひ
い
て
は
ル
タ
ー
教
会
の
聖
書
釈
義
の
基
本
線
を
知
る
上
で
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ル
タ
ー

が
、
ヤ
コ
ブ
書
を
、「
わ
ら
の
書
簡
」
と
言
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
評
価
は
、
新
約
の
も
っ
と
も
尊
い
書
が

何
で
あ
り
、
そ
の
次
は
何
か
を
述
べ
る
関
連
で
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
新
約
の
も
っ
と
も
尊
い
書
は
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
そ
の

第
一
の
手
紙
、
パ
ウ
ロ
の
書
簡
、
と
く
に
ロ
ー
マ
書
、
ガ
ラ
テ
ヤ
書
、
エ
ペ
ソ
書
、
お
よ
び
ペ
テ
ロ
第
一
書
」
で
「
あ
な
た
が
た
に
キ
リ

ス
ト
を
啓
示
し
、
あ
な
た
が
た
の
救
い
に
必
要
な
す
べ
て
の
こ
と
を
教
え
る
書
物
で
あ
る
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
比
較
す
る
と
ヤ
コ
ブ
書

が
「
わ
ら
の
書
簡
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
(33)

し
か
し
、
他
方
、
ル
タ
ー
は
、
ヤ
コ
ブ
書
へ
の
批
判
を
一
五
三
〇
年
以
降
は
、
そ
の

「
聖
書
へ
の
序
文
」
か
ら
除
き
、「
神
の
律
法
を
強
く
主
張
し
て
い
る
か
ら
評
価
で
き
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
聖
書
の
特
定
の

書
に
つ
い
て
の
低
い
評
価
は
、
ヤ
コ
ブ
書
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
新
約
で
は
ヘ
ブ
ル
書
、
ユ
ダ
書
、
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
、
旧
約
で
は
エ
ス
テ
ル

記
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
書
が
独
断
的
な
釈
義
の
温
床
と
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
、
危
険
な
書

物
で
あ
る
と
考
え
た
。
た
だ
こ
の
書
に
つ
い
て
も
、
彼
は
、
そ
の
目
的
が
、
弱
さ
の
中
に
隠
さ
れ
、
ま
た
暴
虐
や
偽
り
の
攻
撃
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
教
会
に
、
花
婿
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
あ
る
天
の
婚
宴
の
慰
め
を
示
し
、
理
性
で
は
な
く
信
仰
を
も
っ
て
教
会
を
見
る
べ

き
こ
と
を
教
え
て
い
る
、
と
評
価
し
て
い
る
。
(34)

ル
タ
ー
の
諸
書
の
評
価
を
見
て
い
く
と
き
、
一
方
で
は
、
福
音
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
ど

う
提
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
中
心
的
関
心
か
ら
批
判
さ
れ
る
と
と
も
に
、
正
典
に
含
め
ら
れ
て
い
る
諸
書
の
そ
れ
が
ゆ
え
の
価
値
が
主
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か
し
、
彼
が
「
四
重
の
意
味
」
全
体
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
重
視
し
、
そ
の
釈
義
に
お
い
て
よ
く
用
い
た
の
は
「
転
義
的
・
道
徳
的
意

味
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
範
疇
は
、
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
語
ら
れ
る
神
の
言
葉
が
、
こ
の
私
の
「
い
ま
・
こ
こ
」
に
何
を
語
っ
て
い
る

の
か
を
洞
察
し
聞
い
て
い
く
も
の
と
さ
れ
る
。
も
と
も
と
、「
転
義
的
・
道
徳
的
意
味
」
は
、
例
の
「
釈
義
覚
書
」
に
あ
る
よ
う
に
「
汝

の
な
す
べ
き
こ
と
」（quid

agas

）
を
問
い
、
神
の
言
葉
が
個
々
の
信
仰
者
に
ど
の
よ
う
な
応
対
を
う
な
が
し
て
い
る
か
見
定
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
、
神
の
言
葉
の
こ
の
よ
う
な
「
律
法
的
」
と
も
言
う
べ
き
関
連
づ
け
に
対
し
、
福
音
の
再
発
見

に
呼
応
し
て
福
音
的
関
連
づ
け
を
前
面
に
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
み
言
葉
の
「
転
義
的
・
道
徳
的
意
味
」
は
、
人
間
が
何
を
す
る
か
で
は

な
く
て
、
神
が
何
を
な
し
た
も
う
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
い
う
の
も
「
神
の
本
質
は
（
人
間
か
ら
）
何
か
よ
き
も
の
を
受

け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
（
人
間
に
よ
き
も
の
を
）
与
え
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
神
は
悪
に
対
し
て
善

を
も
っ
て
報
い
ら
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
(29)

「
神
の
審
判
、（
神
の
）
義
、（
神
の
）
力
、（
神
の
）
知
恵
、
こ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら

に
よ
っ
て
私
た
ち
が
知
恵
あ
る
者
、
力
あ
る
者
、
義
な
る
者
、
神
の
審
判
に
服
す
る
者
、
つ
ま
り
謙
遜
な
者
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
、
彼

は
他
の
と
こ
ろ
で
記
し
て
い
る
。
(30)

神
は
、
ご
自
身
の
属
性
に
従
っ
て
み
わ
ざ
を
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
み
わ
ざ
の
焦
点
は
、

私
た
ち
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
み
わ
ざ
が
外
な
る
神
の
働
き
と
し
て
と
ど
ま
り
、
人
間
の
実
存
に
か
か
わ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
意
味
は
な
い
。
み
言
葉
を
通
し
、
個
人
の
う
ち
に
救
済
を
も
た
ら
さ
れ
る
と
き
、
み
わ
ざ
は
そ
の
本
来
の
的
に
達
す

る
。
そ
し
て
、
聖
書
釈
義
は
そ
の
こ
と
を
現
実
の
も
の
と
す
る
。
聖
書
釈
義
は
、
そ
の
意
味
で
、
ル
タ
ー
的
再
鋳
造
の
「
転
義
的
・
道
徳

的
意
味
」
に
収
斂
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
(31)

ル
タ
ー
の
福
音
的
釈
義
は
、
人
文
主
義
的
字
義
主
義
が
テ
キ
ス
ト
を
道
徳
的
に
解
釈
す
る

ほ
か
な
か
っ
た
神
学
的
不
毛
を
克
服
し
、
ま
た
伝
統
的
「
四
重
の
意
味
」
的
釈
義
の
恣
意
性
に
終
止
符
を
打
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
、
聖
書
釈
義
の
無
限
と
も
い
う
べ
き
展
望
を
開
い
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
ル
タ
ー
自
身

は
、
そ
の
広
汎
な
聖
書
講
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
解
し
得
た
の
は
聖
書
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
(32)
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は
聖
書
の
形
式
面
よ
り
も
、
内
実
面
を
第
一
に
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
つ
い
て
も
、
福
音
書
の
記
述
は

「
き
わ
め
て
混
乱
し
て
お
り
」、
こ
れ
は
自
分
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
で
る
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と
て
も
、
私
た
ち
が
聖
書
に
対
す
る

ま
こ
と
の
洞
察
を
も
ち
、
神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
私
た
ち
の
た
め
に
受
難
し
死
に
た
も
う
た
と
い
う
、
ま
こ
と
の
信
仰
を
い
だ
い

て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
を
ど
う
解
決
す
る
か
は
大
し
て
重
要
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
、
十
字
架
の
キ
リ
ス

ト
の
恩
恵
が
明
ら
か
に
さ
え
さ
れ
て
い
れ
ば
、
記
述
が
一
見
矛
盾
し
調
和
が
不
可
能
に
見
え
て
も
、
あ
る
い
は
著
者
問
題
が
ど
の
よ
う
に

論
議
さ
れ
て
も
、
最
重
要
の
こ
と
と
し
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(38)

と
こ
ろ
で
、
聖
書
の
歴
史
的
記
述
の
不
完
全
性
や
矛
盾
と
見
え
る
こ
と
が
ら
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
聖
書
の
使
信
の
信
憑
性
を
脅
か
す

こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
ル
タ
ー
の
「
こ
の
点
に
つ
い
て
の
無
頓
着
さ
は
驚
き
に
値
す
る
」。
(39)

彼
は
不
完
全

さ
を
補
い
矛
盾
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
を
一
切
し
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
年
に
二
回
、
全
聖
書
を
通
読
す
る
こ
と
を
勧
め
た
彼
は
、

ま
た
熱
心
な
聖
書
通
読
の
実
行
者
で
あ
っ
て
、
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
相
互
間
の
違
い
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
一
見
理
不
尽

と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
率
直
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
(40)

し
か
し
彼
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
書
の
使
信
の
真
実
で

あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
使
信
と
い
う
の
は
、
た
だ
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
賜
物
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
を
証
言

す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
証
言
は
、
端
的
に
一
義
的
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
可
能
な
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
聖
書
に
お
い
て
、
罪
人
で
あ
る
人
間
に
語
ら
れ
る
神
の
唯
一
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
」
で
あ

っ
て
、
こ
れ
以
上
に
明
白
な
こ
と
は
な
い
と
彼
は
考
え
た
。
聖
書
の
枢
軸
が
こ
の
よ
う
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
と
き
、
聖
書
の
あ
り
の
ま
ま

に
対
し
、
そ
れ
を
弁
護
し
よ
う
と
す
る
一
切
の
人
間
的
「
つ
っ
か
え
棒
」
を
考
え
ず
そ
れ
に
直
面
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ

て
聖
書
そ
の
も
の
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
聖
書
が
、
神
の
言
葉
で
あ
り
、
神
の
無
限
の
恩
恵
に
呼
応
し
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
そ
の
一
部
始
終
を
理
解
し
把
握
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
聖
書
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
理
解
を
も
っ
て
満
足
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張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
、
聖
書
は
聖
書
自
身
の
注
解
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
自
身
の
「
批
判

者
」
で
あ
り
、「
規
定
者
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
の
「
自
由
な
」
正
典
批
判
の
背
景
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
か
ら
宗
教
改
革
の
時
代
に
か
け
て
は
、

近
世
か
ら
現
代
に
か
け
て
論
議
さ
れ
た
よ
う
な
厳
密
な
正
典
論
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
た
し
か
に
原
始
教
会
の
宣

教
と
同
時
代
的
に
起
こ
っ
た
と
い
わ
れ
る
旧
約
聖
書
の
正
典
範
囲
の
確
定
（
紀
元
九
〇
年
頃
、
ジ
ャ
ム
ニ
ア
の
会
議
に
て
）
に
遅
れ
る
こ

と
約
一
世
紀
、
二
〇
〇
年
頃
に
新
約
の
正
典
範
囲
の
確
定
の
過
程
が
具
体
的
に
進
展
し
、
以
後
い
く
つ
か
の
公
会
議
を
経
て
、
四
一
九
年

の
カ
ル
タ
ゴ
公
会
議
に
お
い
て
今
日
の
新
約
二
十
七
書
を
正
典
的
権
威
を
も
つ
と
す
る
正
典
確
定
に
到
達
し
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、

一
応
そ
の
よ
う
に
確
定
し
た
と
は
言
え
、
そ
れ
は
明
確
な
拘
束
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
実
際
、
新
約
の

「
ア
ン
テ
ィ
レ
ゴ
メ
ナ
」
に
対
す
る
疑
義
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
ル
タ
ー
の
直
接
の
論
敵
で
あ
っ
た
カ
エ
タ
ヌ
ス
に

よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
(35)

し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
が
、「
ア
ン
テ
ィ
レ
ゴ
メ
ナ
」
に
つ
い
て
率
直
な
批
判
を
し
て
も
、
当
時
の
一
般
的

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
と
く
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ル
タ
ー
が
、
そ
の
「
ヤ
コ
ブ
書
の
序
文
」
の
中
で
記
し
て
い
る
以
下
の
観
点
は
有
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
キ
リ
ス
ト
を
教
え
な
い
も
の

は
使
徒
的
で
は
な
い
、
そ
れ
が
た
と
え
ペ
テ
ロ
や
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
て
い
て
も
で
あ
る
。
逆
に
、
キ
リ
ス
ト
を
告
知
す
る
も
の

は
使
徒
的
で
あ
る
、
た
と
え
そ
れ
が
ユ
ダ
や
、
ア
ン
ナ
ス
や
、
ピ
ラ
ト
や
、
あ
る
い
は
ヘ
ロ
デ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
で
あ
る
」。
(36)

こ
こ
で
、
ル
タ
ー
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
聖
書
の
使
信
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
誰
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
か
は
二
の
次
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
創
世
記
が
モ
ー
セ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
と
多
く
の
学
者
が
言
っ
て
い
る
と
い
う
卓
上
で
の
弟
子

の
言
及
に
、
ル
タ
ー
は
「
そ
れ
が
ど
う
し
た
と
言
う
の
だ
」
と
答
え
て
い
る
。
(37)

た
と
え
モ
ー
セ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
と

し
て
も
、
創
世
記
は
世
界
が
ど
う
創
造
さ
れ
た
か
を
最
善
に
記
し
て
い
る
の
で
尊
い
の
だ
、
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
ル
タ
ー
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書
記
で
あ
っ
た
か
を
考
究
し
、
さ
ら
に
不
可
謬
性
・
無
謬
性
へ
と
発
展
さ
せ
て
論
じ
、
そ
の
上
に
聖
書
の
権
威
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
手

続
き
を
形
式
的
聖
書
論
と
形
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
の
聖
書
論
は
内
実
論
的
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
論
的
に
聖
書
の
権
威
を
論
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
、
ル
タ
ー
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
の
奇
跡
と
聖
書
観
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。「
聖
書
は
書
か
れ
た
神
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
『
文
字
の
中
に
入

れ
ら
れ
た
』
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
人
間
性
と
い
う
衣
に
受
肉
し
た
神
の
永
遠
の
こ
と
ば
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
キ
リ
ス
ト
が
な
が
め
ら
れ
、
扱
わ
れ
た
よ
う
な
こ
と
が
こ
の
世
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
に
起
こ
る
の
と
同
じ
く
、
神
の
書
か
れ
た
こ
と

ば
に
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
聖
書
は
他
の
書
物
に
比
べ
る
と
、
書
物
で
は
な
く
虫
で
あ
る
」
と
ル
タ
ー
は
言
う
。
(44)

経
験
的
な

事
実
の
支
援
に
よ
っ
て
聖
書
の
信
憑
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
聖
書
の
外
見
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
こ
そ
、
こ
の
世
の

賢
者
を
愚
か
に
し
、
そ
し
て
信
じ
る
者
に
は
神
の
力
と
し
て
そ
の
実
力
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に

と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
聖
書
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
に
論
議
さ
れ
る
そ
の
不
完
全
な
た
た
ず
ま
い
に
拘
泥
す
る
よ
り
も
、
神
の
ふ
し
ぎ

な
言
葉
を
人
間
の
言
葉
の
形
態
を
と
ら
せ
ら
れ
た
神
の
知
恵
こ
そ
あ
が
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
ル
タ
ー
の
、
出
エ
ジ
プ
ト

記
の
講
解
か
ら
の
引
用
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
経
緯
を
説
明
し
て
あ
ま
り
あ
る
―
―
「
聖
書
は
外
見
的
な
栄
光
を
も
た
ず
、
注
目
を
引
か

ず
、
美
と
飾
り
と
を
み
な
欠
い
て
い
る
。
だ
れ
が
こ
の
よ
う
な
神
の
こ
と
ば
に
信
仰
を
密
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
。
あ
な
た
は
ほ
と
ん

ど
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
聖
書
は
栄
光
も
あ
る
い
は
魅
力
も
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
信
仰
は
、
こ
の
神

の
こ
と
ば
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
外
的
な
美
し
さ
も
な
い
聖
書
の
内
的
な
力
を
媒
介
に
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
神
の
こ
と
ば
に
わ
れ
わ
れ
の

信
頼
を
置
く
よ
う
に
さ
せ
る
の
は
、
聖
霊
の
内
的
な
活
動
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
形
の
美
し
さ
も
な
い
。
…
…
聖
書
は
粘
土
や
瀝
青
と
い

っ
た
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
継
ぎ
あ
わ
さ
れ
た
簡
単
な
か
ご
に
す
ぎ
な
く
、
そ
の
中
に
は
、
美
し
い
生
き
た
男
の
子
モ
ー
セ
が
入
っ
て
お

り
…
…
」。
(45)

ち
ょ
う
ど
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
が
、
ご
自
分
が
い
ま
だ
受
肉
の
み
子
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
き
、
そ
の
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
助
言
で
も
あ
る
。
(41)

こ
の
よ
う
に
、
福
音
か
ら
聖
書
を
考
え
る
ル
タ
ー
の
観
点
は
、
キ
リ
ス
ト
は
聖
書
の
主
で
も
あ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

れ
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
―
―
「
キ
リ
ス
ト
は
主
で
あ
っ
て
、
僕
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
万
軍
の
主
、
律
法
の
主
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
主
で
あ
る
。
聖
書
は
、
キ
リ
ス
ト
に
反
す
る
証
し
を
た
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に

読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
聖
書
は
人
を
キ
リ
ス
ト
と
の
関
係
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
こ
と
の
聖
書
と
考
え
ら
れ
な
い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
反
対
者
が
キ
リ
ス
ト
に
反
し
て
聖
書
を
解
釈
す
る
と

き
、
わ
れ
わ
れ
は
聖
書
に
対
立
し
て
キ
リ
ス
ト
に
か
た
く
結
び
つ
く
必
要
が
あ
る
」
と
。
(42)

ル
タ
ー
の
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
大
き
な

問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
か
り
に
キ
リ
ス
ト
に
対
立
す
る
可
能
性
が
聖
書
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
聖
書
に
対
立
す
る
キ
リ

ス
ト
を
ど
こ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
が
起
こ
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
つ

い
て
の
「
知
識
」
は
、
聖
書
の
言
葉
に
よ
る
以
外
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
ル
タ
ー
の
真
意
を
知
る
た
め
に
、
彼
の
言
う
と

こ
ろ
を
い
く
ぶ
ん
「
散
文
化
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
ル
タ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
表
明
で
意

図
し
て
い
る
こ
と
は
、
聖
書
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
聖
霊
に
よ
っ
て
証
し
さ
れ
、
生
け
る
救
い
主
と
し
て
現
臨
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
こ
そ
究

極
で
あ
り
、
聖
書
は
「
キ
リ
ス
ト
の
生
の
声
（viva

vox
C
hristi

）
の
聖
な
る
道
具
」
な
の
で
あ
る
。
(43)

聖
書
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な

理
解
か
ら
、
彼
は
聖
書
の
中
心
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
釈
義
の
枢
軸
と
し
つ
つ
、
聖
書
の
も
っ
て
い
る
多
様
性
、「
不
完
全
性
」、
理
不
尽
性

に
ひ
る
む
こ
と
な
く
直
面
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
か
え
っ
て
よ
り
深
く
、
聖
書
を
通
し
て
語
ら
れ
る
神
の
み
言
葉
を
聞
い
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

ル
タ
ー
の
聖
書
論
は
、
そ
の
内
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
正
統
主
義
が
、
聖
書
の
神
の
言
葉
の
証
明

を
、
霊
感
説
に
置
き
、
そ
こ
か
ら
「
逐
語
的
」
あ
る
い
は
「
事
柄
的
」
の
そ
れ
へ
と
展
開
し
、
聖
書
記
者
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
聖
霊
の
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仰
の
真
理
を
証
明
し
、
決
定
す
る
最
終
的
権
威
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(47)

と
は
言
え
、
和
協
信
条
ま
で
、
ル
タ
ー
教
会
に
お
い
て
、

聖
書
に
つ
い
て
の
独
自
の
条
項
が
な
い
と
い
う
の
は
特
徴
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
そ
の
和
協
信
条
に
お
て
い
も
、
そ
の
第
一

部
の
「
諸
条
項
の
梗
概
」
お
よ
び
第
二
部
の
「
根
本
宣
言
」
で
は
、
ご
く
短
く
表
明
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
す
な
わ
ち
―
―
「
第
一

に
、
旧
新
約
聖
書
の
預
言
者
的
ま
た
使
徒
的
文
書
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
純
粋
な
ま
た
明
ら
か
な
源
泉
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て

す
べ
て
の
教
師
た
ち
と
教
説
と
が
導
か
れ
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
ま
こ
と
の
規
範
で
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
」。
(48)

ま
た
注
目
す
べ

き
は
、
正
典
の
範
囲
に
つ
い
て
は
何
一
つ
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
改
革
進
展
の
こ
の
時
期
、
同
時
代
的
で
あ
る

「
フ
ラ
ン
ス
信
条
」、「
ベ
ル
ギ
ー
信
条
」、「
聖
公
会
大
綱
（
三
九
箇
条
）」、
ま
た
す
こ
し
時
代
は
遅
れ
る
が
「
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信

仰
告
白
」
な
ど
に
は
厳
密
な
正
典
範
囲
の
規
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
き
、
和
協
信
条
に
お
け
る
正
典
範
囲
規
定
の
欠
如
は

偶
然
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
に
「
教
義
学
的
な
決
断
が
あ
る
」。
(49)

総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
ル
タ
ー
主
義
教
会
の
信
仰
告
白
書
に
お

い
て
は
、
聖
書
の
枢
要
性
は
く
り
返
し
て
強
調
さ
れ
る
が
、
聖
書
自
体
の
教
理
の
形
成
に
は
、
あ
ま
り
関
心
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

ル
タ
ー
主
義
教
会
信
仰
告
白
で
中
心
的
な
関
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
律
法
と
福
音
」

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。「
す
べ
て
の
聖
書
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
要
教
理
に
分
け
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
律
法
と
約
束
で
あ
る
」。
(50)

こ
の

二
つ
は
、
神
が
人
間
に
お
い
て
な
さ
れ
る
み
業
で
あ
り
、
律
法
に
よ
っ
て
罪
人
を
恐
れ
と
絶
望
の
淵
に
連
れ
行
き
、
福
音
に
よ
っ
て
恐
れ

と
絶
望
の
淵
に
あ
る
罪
人
を
い
の
ち
へ
と
呼
び
返
さ
れ
る
。
一
つ
は
罪
を
暴
露
す
る
律
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
赦
し
、
つ
ま
り
福
音
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
福
音
こ
そ
が
、
聖
書
に
一
貫
し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
律
法
と
福
音
と
し
て
集
約
さ
れ
る
が
、
律
法
が
福
音
へ
と
人
を
導
く
も
の
で
あ
る
と
き
、
究
極
的
に
は
福
音
こ

そ
が
聖
書
の
唯
一
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
賜
物
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ル
タ
ー
教
会
の
信
仰
告
白
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キ
リ
ス
ト
の
人
と
し
て
の
姿
の
中
に
現
れ
た
世
の
も
の
な
ら
ぬ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
実
体
験
し
た
弟
子
た
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
を
神
と
し
て
告
白

し
た
よ
う
に
、
聖
書
も
そ
の
全
体
と
し
て
の
内
実
の
力
の
ゆ
え
に
、
人
を
救
い
に
い
た
ら
し
め
る
神
の
生
け
る
言
葉
で
あ
る
と
の
告
白
に

い
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

五
、
ル
タ
ー
教
会
信
仰
告
白
書
に
み
る
聖
書
観
と
釈
義
方
向

ル
タ
ー
教
会
の
信
仰
告
白
形
成
は
、
一
五
三
〇
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
に
始
ま
り
、
一
五
八
〇
年
の
和
協
信
条
の
成
立
ま
で
、

四
十
年
に
及
ぶ
。
そ
し
て
そ
れ
は
信
仰
告
白
に
た
ず
さ
わ
っ
た
者
た
ち
に
は
公
同
の
教
会
の
信
仰
告
白
で
あ
る
と
の
自
負
が
強
く
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
中
に
ル
タ
ー
の
大
小
教
理
問
答
書
お
よ
び
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
ド
信
条
な
ど
ル
タ
ー
自
身
の
直
接
の
著
作
が
『
ル
タ
ー
教
会
一
致

信
条
書
』
に
含
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
ル
タ
ー
の
個
人
的
な
見
解
と
し
て
で
は
な
い
。
ル
タ
ー
教
会
は
ル
タ
ー
の
観
点
の
す
べ
て

を
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
と
聖
書
観
に
関
し
て
言
え
ば
、
ル
タ
ー
の
ヤ
コ
ブ
書
、
ヘ
ブ
ル
書
、
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
の
正
典
性
へ

の
疑
念
を
継
承
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
福
音
的
立
場
か
ら
釈
義
し
て
い
こ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
と
は
言
え
、
彼
ら
に
と
っ
て
ル
タ
ー

の
意
味
は
大
き
く
、
聖
書
観
に
お
い
て
も
ル
タ
ー
を
本
筋
に
お
い
て
継
承
し
て
い
る
。
(46)

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
告
白
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
う
ち
に
聖
書
と
そ
の
権
威
の
条
項
を
設
け
て
い
る
の
に
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰

告
白
書
に
お
い
て
は
聖
書
に
つ
い
て
の
独
立
し
た
条
項
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
和
協
信
条
を
除
い
て
は
、
他
の
信
仰
告
白
文
書
も
同
様
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
ル
タ
ー
教
会
の
信
条
集
に
お
い
て
、
聖
書
の
権
威
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
ア

ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
告
白
書
の
序
文
に
お
い
て
も
、「
こ
の
告
白
に
お
け
る
教
理
は
、
聖
書
と
純
粋
な
神
の
言
葉
に
由
来
す
る
…
…
」
と
言
わ

れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
宗
教
改
革
に
お
け
る
基
本
的
信
仰
告
白
に
お
い
て
聖
書
の
引
用
は
頻
繁
で
あ
っ
て
、
し
か
も
告
白
さ
れ
て
い
る
信
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も
の
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
聖
書
が
ど
の
よ
う
に
し
て
神
の
言
葉
の
担
い
手
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
の
秘

義
と
類
比
的
に
人
間
の
概
念
的
把
握
を
超
え
て
い
る
と
い
う
洞
察
が
あ
っ
た
と
い
う
推
察
は
可
能
で
あ
る
。

聖
書
の
霊
感
に
つ
い
て
は
一
般
的
か
つ
総
論
的
に
し
か
述
べ
て
い
な
い
の
と
対
象
的
な
の
が
、
ル
タ
ー
主
義
教
会
信
仰
告
白
書
に
一
貫

し
て
見
ら
れ
る
、「
い
ま
・
こ
こ
で
」
聖
書
の
言
葉
を
読
み
、
瞑
想
し
、
そ
れ
に
聞
き
い
る
人
に
与
え
ら
れ
る
霊
感
の
強
調
で
あ
る
。
実

存
的
霊
感
と
で
も
言
お
う
か
。
む
ろ
ん
、
聖
書
の
霊
感
と
「
実
存
的
霊
感
」
と
い
う
二
つ
の
事
態
は
、
そ
の
双
方
に
、
聖
霊
が
働
き
た
も

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
分
離
さ
れ
得
な
い
。
し
か
し
、
強
調
の
重
点
は
、
み
言
葉
を
「
い
ま
・
こ
こ
で
」
聞
く
人
へ
の
霊

感
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
端
的
な
表
現
が
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
書
第
五
条
に
お
け
る
条
文
で

あ
る
、
す
な
わ
ち
、「
と
い
う
の
は
、
み
と
ば
と
聖
礼
典
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
道
具
を
通
す
よ
う
に
、
聖
霊
が
与
え
ら
れ
る
」
の
で
あ

る
。
(55)

そ
れ
は
ま
た
裏
か
ら
言
え
ば
、
聖
書
の
外
的
な
言
葉
に
よ
ら
ず
し
て
は
聖
霊
が
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
す
べ

て
に
先
立
つ
外
的
な
み
言
葉
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
を
通
さ
ず
し
て
は
、
神
は
ご
自
身
の
霊
を
何
人
に
も
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
固
く
信

じ
る
」
と
同
時
に
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
外
な
る
み
言
葉
お
よ
び
聖
礼
典
な
し
に
霊
を
受
け
た
と
さ
れ
る
主
張
は
「
悪
魔
か
ら
」
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
外
な
る
言
葉
」
と
し
て
の
聖
書
を
通
し
て
の
霊
感
の
強
調
は
、
ル
タ
ー
の
い
わ
ば
聖
霊
論
的
な
釈
義
学
の
方

向
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
(56)

こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
主
義
教
会
の
信
仰
告
白
書
に
お
い
て
も
、
ル
タ
ー
と
同
様
、
信
仰
義
認
を
内
容
と
す
る
宗
教
改
革
的
福
音
を
釈
義

原
理
と
す
る
方
向
が
き
わ
め
て
優
勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
福
音
そ
の
も
の
が
、
聖
書
に
つ
い
て
の
詳
細
な
神
学
的
判
断
に
先
立
っ
て
、

聖
書
が
神
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
信
仰
の
教
理
の
最
終
的
な
権
威
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
も
つ
圧
倒
的
な
力
に
よ

っ
て
納
得
せ
し
め
る
と
い
う
確
信
の
表
明
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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書
に
お
い
て
も
、
ル
タ
ー
同
様
、「
賜
物
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
が
聖
書
の
中
心
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

さ
ら
に
聖
書
観
そ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
て
特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、「
福
音
が
聖
書
に
お
け
る
規
定
で
あ
り
、
聖
書
が
規
定
で
あ
る
の
は
福

音
ゆ
え
で
あ
る
」
と
表
現
さ
れ
る
。
(51)

そ
し
て
そ
れ
を
聖
書
釈
義
の
方
向
に
関
連
し
て
言
う
な
ら
ば
、
福
音
こ
そ
―
―
つ
ま
り
罪
の
赦

し
と
し
て
の
福
音
こ
そ
―
―
釈
義
学
的
キ
ー
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
『
弁
証
論
』
に
お
い
て
は
、「
罪
の
赦
し

の
教
理
」
こ
そ
が
、「
全
聖
書
を
明
確
か
つ
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
を
助
け
、
こ
れ
の
み
が
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
筆
舌
を
宝
と
こ
の
お
方
に

つ
い
て
の
正
し
い
知
識
へ
の
道
で
あ
り
」、
さ
ら
に
こ
れ
な
し
に
は
「
聖
書
は
理
解
で
き
ず
無
用
」
と
な
る
ほ
か
な
い
が
、
こ
れ
を
キ
ー

に
し
て
聖
書
を
理
解
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
が
正
し
い
意
味
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
(52)

ル
タ
ー
の
釈
義
に
お
い
て
聖
霊
の
働
き
の
い
か
に
中
心
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
上
に
お
い
て
見
た
が
、
ル
タ
ー
主
義
教
会
信
仰

告
白
書
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
聖
書
と
聖
霊
の
結
び
つ
き
は
た
と
え
ば
『
弁
証
論
』
に
お
い
て
、「
聖
霊
に
よ
る
明
白
な
聖
書
に
さ

か
ら
っ
て
」
と
い
う
表
現
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
(53)

あ
る
い
は
、
聖
書
の
言
葉
と
「
聖
霊
の
語
り
か
け
」
が
、
同
一
内
容
の
相
互
に
交

換
可
能
な
言
い
方
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
聖
霊
が
ど
の
よ
う
に
し
て
お
語
り
に
な
る
の
か
、
聖
霊
が
聖
書
を
媒
介
に
し
て

そ
う
な
さ
る
の
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
も
っ
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
聖
霊
が
聖
書
の
元
来
の
著
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
そ
う
な
の
か
―
―
ま

た
そ
う
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
て
聖
霊
が
聖
書
の
著
者
な
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
詳
細
の
論
議
は
ル
タ
ー
主
義
の
信
仰
告
白
書
に
は

見
ら
れ
な
い
。
聖
書
の
霊
感
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
中
世
末
期
に
お
い
て
、
公
会
議
主
義
者
が
教
皇
の
権
威
の
か
わ
り
と
し
て
聖
書
の
権

威
を
論
じ
た
際
に
さ
え
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
宗
教
改
革
時
代
に
も
霊
感
説
の
様
々
な
展
開
が
な
さ
れ
て
い
た
。
(54)

ま

た
聖
書
の
無
謬
説
に
つ
い
て
は
、
ス
コ
ラ
神
学
、
と
く
に
オ
ッ
カ
ム
主
義
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
信
仰
告
白
書

の
形
成
に
た
ず
さ
わ
っ
た
ル
タ
ー
派
の
神
学
者
に
と
っ
て
霊
感
説
の
詳
細
な
聖
書
論
の
展
開
は
熟
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
結
論
し
う
る
。

し
た
が
っ
て
、
信
仰
告
白
書
に
お
け
る
聖
書
の
霊
感
に
つ
い
て
の
寡
黙
は
、
や
は
り
ル
タ
ー
主
義
教
会
の
聖
書
論
的
な
立
場
を
表
明
す
る

54



的
で
も
あ
っ
た
。
こ
と
聖
書
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、
学
問
的
聖
書
学
と
実
践
的
聖
書
解
釈
と
い
う
二
元
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
か
の
よ

う
な
観
点
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
聖
書
本
来
の
意
味
は
、
つ
ま
り
「
い
ま
・
こ
こ
で
」
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
味
で
あ
り
、
聖
書

は
そ
の
よ
う
な
形
の
神
の
言
葉
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
今
日
の
学
問
的
聖
書
学
が
、
ル
タ
ー
の

釈
義
を
非
学
問
的
と
す
る
な
ら
、
そ
の
学
問
的
聖
書
学
の
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
、
聖
書
釈
義

は
日
々
救
い
を
渇
望
し
、
日
々
新
た
に
神
の
言
葉
の
養
い
を
受
け
て
生
き
る
信
仰
者
の
信
仰
的
営
為
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
ル
タ
ー
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
聖
書
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
釈
義
の
名
に
値
し
な
い
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
が
、
そ
の
字
義
的
意
味
の
「
絶

対
性
」
の
認
識
ゆ
え
に
、
当
時
、
そ
の
意
味
の
理
解
の
た
め
に
、
辞
書
的
・
文
法
的
・
理
性
的
資
源
を
最
大
限
に
動
員
し
た
こ
と
は
、
彼

の
聖
書
翻
訳
の
努
力
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
聖
書
釈
義
こ
そ
す
べ
て
の
神
学
の
統
合
の
要
で
あ
り
、「
祈
祷
と
瞑
想
と
試
練

こ
そ
神
学
者
を
つ
く
る
」
と
言
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
「
神
学
者
」
と
は
、
基
本
的
に
「
聖
書
を
真
正
に
釈
義
す
る
者
」
と
い
う
意
味
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
ル
タ
ー
の
釈
義
原
理
は
、
聖
書
釈
義
に
お
け
る
冷
徹
な
研
究
と
現
実
に
お
け
る
信
仰
的
実
存
の
有
機
的
関
連
の
統
合
を
回

復
す
る
必
要
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ル
タ
ー
の
聖
書
釈
義
の
基
本
的
ト
ー
ン
は
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
集
中
の
ゆ
え
に
、
喜
び
と
自
由
で
あ
る
。
聖
書
は
福
音
の
無
尽
蔵
の

泉
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
も
神
ご
自
身
に
あ
る
恵
み
の
、
愛
の
、
知
恵
の
、
力
の
、
そ
し
て
望
み
の
言
葉
が
わ
き
あ
が
る
。
ル
タ
ー
の
福
音

発
見
以
後
の
聖
書
と
の
取
り
組
み
は
、
ま
さ
に
彼
を
神
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
」
へ
と
導
く
い
と
な
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
キ
リ
ス
ト
へ

の
集
中
に
よ
り
、
ル
タ
ー
の
聖
書
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
時
に
は
大
胆
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
自
由
で
あ
っ
た
。
つ
じ
つ
ま
の
あ
わ

な
い
と
こ
ろ
に
は
疑
問
を
な
げ
か
け
、
理
解
を
超
え
る
と
こ
ろ
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
め
、
矛
盾
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
、
神
へ

の
信
頼
の
ゆ
え
に
顧
慮
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
き
に
は
聖
書
の
文
字
か
ら
の
自
由
を
主
張
し
、
ま
た
他
の
関
連
で
は
、
聖
書
の
文
字

を
固
守
し
た
。
そ
れ
を
首
尾
一
貫
性
の
欠
如
と
も
判
断
し
う
る
が
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
聖
書
は
人
間
の
理
解
の
枡
目
の
正
し
さ
に
納
ま
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六
、
ル
タ
ー
主
義
的
釈
義
の
現
代
的
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

こ
の
小
論
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
改
革
者
ル
タ
ー
に
お
い
て
、
聖
書
釈
義
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
見
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
受
け
つ
い
だ
ル
タ
ー
主
義
教
会
が
そ
の
信
仰
告
白
書
に
お
い
て
ル
タ
ー
的
釈
義
の
基
本
的
方
向
を
ど
の
よ
う
に
継
承
し
て
い
る
か
を

確
認
し
た
。
ル
タ
ー
に
よ
る
十
六
世
紀
の
宗
教
改
革
の
運
動
の
始
ま
り
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
会
史
的
・
世
俗
史
的
背
景
の
中
で
あ
っ
た
と

は
言
え
、
そ
の
源
は
「
神
の
義
」
の
意
味
の
再
発
見
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
日
夜
う
む
こ
と
の
な
か
っ
た
聖
書
釈
義
の
労
苦
の
結
果
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
聖
書
と
の
取
り
組
み
に
お
い
て
、
彼
は
伝
統
的
釈
義
の
方
法
を
踏
襲
し
な
が
ら
聖
書
の
言
葉
に
向
か
っ
た
。

そ
の
過
程
で
、
聖
書
の
言
葉
自
体
が
、
そ
の
福
音
的
実
質
を
ル
タ
ー
に
開
示
し
、
彼
を
圧
倒
し
た
。
初
代
教
会
か
ら
中
世
へ
と
綿
々
と
伝

え
ら
れ
て
き
た
釈
義
伝
統
も
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
、
聖
書
自
体
の
内
実
が
、
い
わ
ば
そ
れ
自
体
に
ふ
さ
わ
し
い
釈
義
方
法
を
鋳
造
し
直

し
て
い
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
今
日
の
聖
書
釈
義
の
実
際
に
お
い
て
、
聖
書
論
の
形
式
的
側
面
へ
の
関
り
か
ら
で
は
な
く
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
内
実
的
側
面
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
促
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ル
タ
ー
の
釈
義
が
世
界
史
的
、
そ
し
て
世
界

形
成
的
意
義
を
も
つ
に
至
っ
た
の
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
、「
事
柄
」
へ
直
進
す
る
釈
義
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
と
判
断
し
う
る
か

ら
で
あ
る
。

近
代
に
生
じ
た
神
学
各
科
の
分
化
過
程
の
中
、
聖
書
学
は
お
り
か
ら
の
歴
史
的
批
評
的
釈
義
方
法
に
よ
り
、
歴
史
主
義
的
ア
ポ
リ
ア
に

お
び
や
か
さ
れ
つ
つ
専
門
化
し
、
か
つ
孤
立
し
て
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ル
タ
ー
の
神
学
的
営
為
は
、
今
日
の
神
学
各
科
の
範
疇
か
ら
は

旧
約
学
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
は
、
不
十
分
で
あ
り
、
今
日
的
専
門
主
義
を
彼
の
時
代
に

投
影
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
彼
に
お
い
て
は
、
聖
書
釈
義
は
同
時
に
組
織
神
学
的
で
あ
り
、
教
会
史
的
で
あ
り
、
ま
た
実
践
神
学
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彼
が
「
理
性
の
犠
牲
」
な
く
し
て
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
聖
書
釈
義
は
律
法
的
行
為
で
あ
る
と
し
て

斥
け
る
と
同
時
、「
わ
ざ
に
よ
ら
ず
恵
み
に
よ
っ
て
」
と
い
う
義
認
論
を
釈
義
の
方
法
論
の
領
域
で
生
か
す
と
い
う
関
心
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
。
他
方
、
バ
ル
ト
は
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
に
呼
応
し
て
、
聖
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
中
心
性
を
軸
と
し
て
聖
書
釈
義

を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
の
キ
リ
ス
ト
を
聖
書
の
中
心
と
す
る
聖
書
観
に
き
わ
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
、

キ
リ
ス
ト
の
受
肉
に
見
る
「
ま
こ
と
に
神
・
ま
こ
と
に
人
」
と
い
う
二
重
性
と
聖
書
の
神
言
性
・
人
言
性
の
二
重
性
に
類
比
を
見
い
出
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
聖
書
の
歴
史
的
意
味
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
は
、
ル
タ
ー
の
観
点
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
ど
の
よ
う
に
判

断
さ
れ
る
に
せ
よ
、
こ
の
二
人
は
と
も
に
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
現
代
的
展
開
を
、
こ
の
困
難
な
世
紀
に
求
め
た
神
学
者
で
あ
る
。
ル
タ

ー
の
釈
義
原
理
が
、
現
代
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
証
左
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

注(1)

ジ
ャ
ロ
ス
ラ
フ
・
ペ
リ
カ
ン
『
ル
タ
ー
の
聖
書
釈
義
』
小
林
泰
雄
訳
（
聖
文
舎
、
一
九
七
九
）、
八
九
頁
参
照
。
ま
た
以
下
の
よ
う
な
注
記
も
見
ら
れ
る
―
―

「
セ
ル
ヴ
ェ
ル
ト
ゥ
ス
や
初
期
の
ソ
ッ
ツ
イ
ー
ニ
派
の
人
々
は
、
神
学
的
位
置
で
は
、
合
理
主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
聖
書
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」、
一
〇
六
頁
。
こ
の
著
も
釈
義
家
ル
タ
ー
の
歴
史
的
文
脈
を
詳
細
に
描
い
た
労
作
で
あ
る
。
以
下
『
ペ
リ
カ
ン
』
と
略
記
。

(2)

た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
信
徒
二
五
〇
万
人
と
言
わ
れ
る
有
数
の
ミ
ズ
ー
リ
ー
・
シ
ノ
ッ
ド
は
世
界
ル
ー
テ
ル
連
盟
に
参
加
し
な
い
保
守
的
な
ル
タ
ー
派
教
会

で
あ
り
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ル
タ
ー
教
会
は
少
数
派
な
が
ら
な
お
他
の
ル
タ
ー
教
会
と
の
講
壇
交
換
や
聖
餐
の
交
わ
り
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る
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ら
な
い
神
の
現
実
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
つ
じ
つ
ま
に
は
頓
着
し
な
か
っ
た
。
神
が
人
間
の
思
い
を
超
え
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
聖
書
も
人
間
の
思
い
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ル
タ
ー
は
、
聖
書
の
つ
ま
づ
き
を
近
代
の
批
評
学
的
聖
書
学
が
し
た
よ
う
に
安

易
に
否
定
し
た
り
無
視
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
つ
ま
づ
き
に
こ
そ
、
神
の
深
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
秘
め
ら
れ
て
い

る
の
を
経
験
し
て
い
た
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
、
聖
書
釈
義
は
一
般
的
な
文
書
解
釈
学
と
同
一
次
元
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
み
言
葉
を

用
い
て
神
が
「
い
ま
・
こ
こ
で
」
働
か
れ
る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
聖
書
を
た
ん
に
一
般
解
釈
学
に
解
消
し
て

し
ま
う
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
的
意
味
に
お
け
る
聖
書
釈
義
の
可
能
性
の
否
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
が
釈
義
活
動
の
比
較
的
初
期
に
記
し

た
言
葉
は
、
そ
の
意
味
で
印
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
彼
の
釈
義
原
理
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
が
殻
を
割
る

こ
と
の
で
き
な
い
堅
い
ク
ル
ミ
の
よ
う
な
本
文
を
見
つ
け
る
た
び
に
、
わ
た
し
は
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
岩
（
キ
リ
ス
ト
）
に
向
か
っ
て
投
げ

つ
け
、
そ
こ
で
ク
ル
ミ
の
甘
い
実
を
見
つ
け
る
の
で
あ
る
」
と
。
(57)

ル
タ
ー
の
釈
義
的
原
理
は
、
現
代
神
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
彼
の
釈
義
原
理
の
今
日

的
な
文
脈
に
お
け
る
神
学
的
射
程
を
測
る
意
味
で
、
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
(58)

た
だ
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
示
唆
を
述

べ
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
示
唆
と
は
、「
非
神
話
化
」
も
し
く
「
実
存
論
的
聖
書
解
釈
」
と
い
う
「
見
出
し
」
で
、

か
ま
び
す
し
く
論
じ
ら
れ
た
ブ
ル
ト
マ
ン
の
解
釈
学
的
関
心
で
あ
り
、
そ
し
て
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
以
来
の
組
織
神
学
者
と
言
わ
れ
る

バ
ル
ト
の
釈
義
原
理
で
あ
る
。
と
も
に
私
た
ち
の
意
味
で
の
福
音
主
義
神
学
の
埒
外
に
位
置
づ
け
れ
る
神
学
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に

彼
ら
の
釈
義
方
向
に
ル
タ
ー
の
釈
義
学
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
観
察
す
る
の
は
示
唆
に
富
む
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む

ろ
ん
、
こ
の
二
人
の
神
学
者
は
、
ル
タ
ー
の
聖
書
釈
義
の
実
質
面
を
継
承
し
て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
救
済
の
出

来
事
の
歴
史
性
を
否
定
し
た
し
、
バ
ル
ト
は
ル
タ
ー
的
な
律
法
と
福
音
の
弁
証
法
的
緊
張
を
解
消
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は

そ
の
非
神
話
的
聖
書
解
釈
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
聖
書
の
実
存
的
意
味
の
回
復
が
そ
の
動
機
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
方
法
論
は
、

58



な
出
来
事
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
否
定
す
る
存
在
論
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
二
元
論
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
実
存
論
的
聖
書
釈
義
に
も
見
ら
れ
、
そ
の
よ
う

な
方
法
論
が
、「
果
た
し
て
聖
書
解
釈
の
方
法
と
し
て
立
ち
う
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
（K

urt
Froer,

"B
iblischer

H
erm

eneutik,"1967,58ff.;

本
書
は
以
下
『
フ
ロ
ー
ル
』
と
略
記
）。

(8)

ル
タ
ー
は
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の
神
学
者
た
ち
と
の
論
争
に
お
い
て
、
幼
児
洗
礼
を
手
が
か
り
に
教
会
に
お
け
る
伝
統
の
意
味
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
背

後
に
あ
る
の
は
、
教
会
史
に
お
け
る
聖
霊
の
働
き
に
つ
い
て
の
ル
タ
ー
の
理
解
が
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
聖
霊
は
預
言
者
や
使
徒
た
ち
に
の
み
働
か
れ
た
の
で

は
な
く
、
教
会
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
も
働
き
を
続
け
て
お
ら
れ
る
と
理
解
し
た
。
た
だ
、
聖
霊
の
御
働
き
に
お
け
る
前
者
と
後
者
の
区
別
は
厳
密
に
し
た
。

後
者
が
前
者
、
つ
ま
り
聖
書
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
書
に
対
立
し
な
い
か
ぎ
り
、
ま
た
そ
れ
と
矛
盾
し
な

い
か
ぎ
り
、
伝
統
は
積
極
的
に
継
承
す
べ
き
も
の
と
し
た
。PaulA

lthaus,The
Theology

of
M
artin

Luther,1966,333ff.

参
照
（
な
お
こ
の
書
は
、D

ie

Theologie
M
artin

Luthers,1961

の
英
訳
、
な
お
本
小
論
に
お
い
て
、
独
語
文
献
で
筆
者
に
と
っ
て
英
訳
の
入
手
可
能
な
も
の
は
英
訳
を
用
い
る
）。

(9)

「
こ
の
よ
う
に
（「
神
の
義
」」
の
意
味
の
発
見
と
と
も
に
）、
ル
タ
ー
に
神
学
の
本
質
的
要
素
は
初
期
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
は
聖
書
の
内
容
で
あ
っ
て
、
審
判
に
お
い
て
ま
た
恵
み
に
お
い
て
、
聖
書
を
媒
介
に
し
て
わ
れ
わ
れ
に
来
る
こ
と
を
望
ん
で
お
ら
れ
る
。sola

scriptura

（
聖
書
の
み
）
は
、solus

C
hristus

（
キ
リ
ス
ト
の
み
）
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
は
さ
ら
にsola

gratia

（
恵
み
の
み
）
やsola

fide

（
信
仰
の
み
）

と
同
じ
で
あ
る
」、
ウ
ィ
レ
ム
・
コ
ー
イ
マ
ン
『
ル
タ
ー
と
聖
書
』
岸
千
年
訳
（
聖
文
舎
、
一
九
七
一
年
）、
五
九
頁
。
こ
の
著
作
は
、
比
較
的
古
い
も
の
で

あ
る
が
、
ル
タ
ー
の
聖
書
と
の
と
り
く
み
を
包
括
的
に
扱
っ
た
す
ぐ
れ
た
文
献
で
あ
る
。
著
者
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ル
ー
テ
ル
教
会
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。
一

九
六
八
年
に
逝
去
し
て
い
る
。
本
小
論
は
、
こ
の
著
作
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
以
下
、『
コ
ー
イ
マ
ン
』
と
略
記
。

(10)

ワ
イ
マ
ー
ル
版
ル
タ
ー
訳
ド
イ
ツ
語
聖
書
第
七
巻
三
八
四
頁
。
以
下
、
Ｗ
Ａ
Ｄ
七
、
三
八
四
と
い
う
よ
う
に
略
記
。
こ
の
箇
所
は
ル
タ
ー
の
「
ヤ
コ
ブ
書
へ

の
序
論
」
で
あ
る
。

(11)

Ｗ
Ａ
一
八
（『
奴
隷
意
志
論
』），

六
〇
六
。

(12)

こ
こ
に
お
い
て
も
、
ル
タ
ー
の
キ
リ
ス
ト
中
心
主
義
が
見
ら
れ
る
。

(13)

『
ペ
リ
カ
ン
』
九
一
頁
。
こ
の
段
落
の
叙
述
は
、
こ
の
書
の
第
四
章
で
あ
る
「
聖
書
と
伝
統
」
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

(14)

Ｗ
Ａ
五
四
、
一
七
九
〜
一
九
七
。
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教
会
で
あ
る
。

(3)

ど
の
よ
う
な
「
基
本
線
」
か
は
、
以
下
に
お
い
て
順
次
述
べ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
聖
書
を
聖
霊
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
恩
恵
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
手

段
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
罪
人
へ
の
福
音
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

(4)

以
下
に
お
い
て
ル
タ
ー
の
聖
書
釈
義
お
よ
び
そ
れ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
彼
の
聖
書
観
を
見
て
い
く
が
、
そ
れ
は
彼
の
神
学
の
全
域
に
も
触
れ
る
こ
と
で
も

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
彼
の
聖
書
釈
義
の
実
際
や
聖
書
論
の
諸
側
面
を
網
羅
し
え
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
以
下
の
論

議
も
膨
大
な
ル
タ
ー
研
究
の
一
端
に
触
れ
る
す
ぎ
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
ル
タ
ー
の
釈
義
原
理
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
古
典
的
に
は
、
カ
ー

ル
・
ホ
ル
の
「
釈
義
学
の
進
展
に
お
け
る
ル
タ
ー
の
意
義
」(K

arlH
oll,'Luthers

B
edeutung

fuer
den

Fortschrittder
A
uslegungskunst'

in
"G

esam
m
elte

A
ufsaetse

I)
Luther,1927)

や
、
さ
ら
に
包
括
的
か
つ
詳
細
な
研
究
と
し
て
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
博
士
論
文
で
あ
る
『
福
音
的
福
音
書
釈
義
』

（G
erhard

Ebeling,"Evangelische
Evangelienauslegung,"

1942,1962

）
が
あ
る
。
本
小
論
で
は
さ
ら
に
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
『
ル
タ
ー
研
究
第
一
巻
』

（Lutherstudien
I,1971

）
を
参
照
し
た
。

(5)

教
皇
レ
オ
十
世
の
破
門
状
に
対
す
る
反
駁
の
中
で
用
い
た
表
現
で
あ
る(..utsitpersese

certissim
a,facillim

a,apertissim
a,suiipsius

interpres,etc

）、
ル
タ

ー
著
作
集
ワ
イ
マ
ー
ル
版
第
七
巻
九
七
頁
―
―
以
下
、
Ｗ
Ａ
七
、
九
七
の
よ
う
に
略
記
。

(6)

こ
の
二
つ
の
表
現
は
、
ル
タ
ー
派
正
統
主
義
教
義
学
者
の
ヨ
ハ
ン
・
ゲ
ル
ハ
ル
ト
の
浩
澣
な
著
作
で
あ
る
『
神
学
綱
要
』（1610-22

）
に
出
て
く
る
も
の
で

あ
る
が
、
と
も
に
ル
タ
ー
の
釈
義
原
理
を
踏
襲
し
て
い
る(literalissensus,obscuriora...ex

clarioribus

）。

(7)

現
代
の
解
釈
学
の
潮
流
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
独
自
の
発
表
が
あ
る
の
で
、
本
小
論
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
な
お
現
代
に
一
般
的
な
学
的
釈
義
と
実
存
的

解
釈
の
二
元
論
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
―
―
「（
た
と
え
ば
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
）
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
の

釈
義
の
第
一
の
課
題
は
、
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
般
の
人
文
科
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
以
外
の
方
法
は
用
い
ら
れ
得
な
い
、
と
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
意
味
で
の
『
釈
義
』（"A

uslegung"

）
の
作
業
と
、
テ
キ
ス
ト
の
『
解
釈
』（"D

euten"

）
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
『
解
釈
』
と
は
、
テ
キ
ス
ト

や
伝
承
の
『
釈
義
』
に
よ
っ
て
正
し
く
把
握
さ
れ
た
内
容
の
意
味
が
い
ま
の
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
答
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。『
釈
義
』
も
『
解
釈
』
も
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
方
法
に
お
い
て
『
理
解
』
に
か
か
わ
る
。
し
か
し
、
そ
の
区
別
は
解
消
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
そ
の
区
別
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
意
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
そ
し
て
こ
の
背
後
に
は
歴
史
的
実
証
主
義
が
あ
り
、
さ
ら
に
超
自
然
的
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〜
二
五
四
。「
い
く
つ
か
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ン
ス
は
、
少
な
く
と
も
当
時
流
布
し
て
い
た
も
の
に
限
っ
て
は
、
そ
れ
ら
を
使
う
こ
と
は
、
本
気
で
聖
書
の
意
味
を

探
求
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
ル
タ
ー
は
考
え
た
」
と
ホ
ル
は
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
（
五
七
三
頁
）。

(23)

山
内
他
『
奴
隷
意
志
論
』、
一
二
〇
〜
一
二
一
頁
。

(24)

『
コ
ー
イ
マ
ン
』、
一
一
〇
〜
一
一
二
頁
。

(25)

同
上
、
一
一
九
頁
。

(26)

エ
ー
ベ
リ
ン
ク
『
ル
タ
ー
研
究
Ｉ
』
五
八
〜
六
一
頁
（
こ
の
と
こ
ろ
で
、Faber

Stapulensis

と
い
う
名
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
ラ
テ
ン

名
で
あ
る
）。

(27)

ラ
テ
ン
語
で
は
次
の
よ
う
な
暗
記
を
助
け
る
句
と
な
っ
て
い
る
―
―

Littera
gesta

docet,

quid
credas,allegoria,

m
oralis,quid

agas,

qua
tendas,anagogia.

(28)

エ
ー
ベ
リ
ン
ク
『
ル
タ
ー
研
究
Ｉ
』
五
四
〜
六
一
頁
。
以
下
の
論
議
は
、
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
こ
の
論
稿
に
負
っ
て
い
る
。

(29)

Ｗ
Ａ
四
、
二
六
九
（『
第
一
回
詩
篇
講
義
・
一
一
六
篇
の
講
解
』）。

(30)

Ｗ
Ａ
三
、
四
六
五
（『
第
一
回
詩
篇
講
義
・
七
四
篇
の
講
解
』）

(31)

Ｗ
Ａ
三
、
三
三
五
（『
第
一
回
詩
篇
講
義
・
六
〇
篇
の
講
解
』）

(32)

『
コ
ー
イ
マ
ン
』、
三
四
一
〜
三
四
二
頁
。

(33)

Ｗ
Ａ
Ｄ
七
、
三
八
四
。
上
の
注
記
の(10)

参
照
。

(34)

Ｗ
Ａ
Ｄ
七
、
四
一
九
（「
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
へ
の
序
論
」）。

(35)

『
コ
ー
イ
マ
ン
』、
一
六
〇
頁
。

(36)

Ｗ
Ａ
Ｄ
七
、
三
八
四
。
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(15)

伝
統
と
の
関
り
に
つ
い
て
ル
タ
ー
の
基
本
的
な
姿
勢
を
記
述
す
る
も
の
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
観
察
が
あ
る
―
―
「
ル
タ
ー
は
、
教
会
の
伝
統
の
助
け
な
し

に
聖
書
釈
義
家
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
伝
統
は
（
彼
が
）
そ
の
上
に
立
っ
て
運
動
し
、
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
実
際
に
そ
う
し
て
決
し
て
踏
み

は
ず
す
こ
と
の
な
い
立
脚
地
を
ル
タ
ー
に
与
え
て
い
た
。
し
か
し
、
伝
統
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
立
脚
地
の
下
に
は
聖
書
自
体
が
そ
の
基
盤
で
あ
る

こ
と
を
彼
が
信
じ
て
い
た
か
ら
で
、
聖
書
の
講
解
者
と
し
て
、
ま
た
教
会
の
子
と
し
て
、
聖
書
を
感
謝
を
も
っ
て
受
け
た
の
で
あ
っ
た
」、『
ペ
リ
カ
ン
』
一

〇
五
頁
。

(16)

『
コ
ー
イ
マ
ン
』
四
三
頁
。

(17)

同
上
、
四
五
頁
。

(18)

エ
ー
ベ
リ
ン
ク
『
ル
タ
ー
研
究
Ｉ
』
三
五
〜
三
六
頁
。

(19)

『
コ
ー
イ
マ
ン
』
四
五
頁
。

(20)

「
彼
が
、
犠
牲
の
律
法
の
翻
訳
に
没
頭
し
て
い
て
、
問
題
の
動
物
の
内
臓
の
名
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
と
き
、
解
剖
学
上
の
知
識
が
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ

る
こ
と
を
実
感
し
た
。
だ
か
ら
彼
は
肉
屋
に
数
回
行
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
羊
の
屠
殺
に
立
ち
会
い
、
彼
が
必
要
と
し
た
名
称
を
注
意
深
く
聞
き
た
だ
し
た
」、

同
上
、
一
九
五
頁
。
な
お
彼
の
旧
約
聖
書
の
翻
訳
の
具
体
的
な
努
力
に
つ
い
て
は
、
同
書
『
コ
ー
イ
マ
ン
』
の
第
一
二
章
「
旧
約
聖
書
の
翻
訳
は
じ
ま
る
」

に
詳
し
い
。

(21)

ル
タ
ー
が
翻
訳
の
過
程
で
、
友
人
た
ち
の
協
力
を
え
な
が
ら
聖
書
、
と
く
に
旧
約
の
訳
文
を
何
度
も
何
度
も
練
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
訳
文
の
完

成
後
も
、
よ
り
よ
い
言
語
的
形
態
を
も
と
め
て
改
訂
が
試
み
ら
れ
た
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
筆
者
が
所
有
し
て
い
る
ル
タ
ー
訳
ド
イ
ツ
語
聖
書
の
カ
バ
ー
に
、

一
九
六
一
年
版
に
は
、
ヘ
ブ
ル
書
一
二
・
一
〜
三
の
一
五
三
四
年
と
一
五
四
一
年
の
改
訂
さ
れ
た
訳
が
、
一
五
二
二
年
の
初
訳
と
な
ら
べ
て
紹
介
さ
れ
て
い

て
、
初
版
に
お
い
て
は
「
世
界
が
神
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
《
用
意
さ
れ
た
》
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
三
四
年
版
で
は
「
《
造
ら
れ
た
》
」、
四
一
年
版
で
は

「
《
完
成
し
た
》
」
と
訳
し
な
お
さ
れ
て
い
る
。

(22)

そ
の
『
奴
隷
意
志
論
』
中
で
ル
タ
ー
は
エ
ラ
ス
ム
ス
に
対
し
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
―
―
「
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
大
判
の
コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
命
令
形
の
言
葉
を
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
積
み
あ
げ
る
が
よ
ろ
し
い
。
…
…
私
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
は
、
つ
ね
に
人
が
な
す
べ
き
こ
と
が
意
味
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
人
が
な
し
う
る
こ
と
や
、
な
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
の
は
な
い
と
言
う
で
あ
ろ
う
」（
山
内
宣
他
訳
、
聖
文
舎
、
一
九
六
六
年
）、
二
五
三
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(53)

『
信
条
書
』、
一
三
三
（『
弁
証
論
』）。
も
と
の
表
現
は
、"...contra

m
anifestam

scripturam
spiritussancti"

で
あ
る
。

(54)

エ
ー
ベ
リ
ン
ク
『
ル
タ
ー
研
究
Ｉ
』、
二
九
二
頁
。

(55)

『
信
条
書
』、
三
六
頁
（『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
第
五
条
・
ラ
テ
ン
語
文
』）。

(56)

「
説
教
を
聖
書
の
な
か
に
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
の
継
続
と
し
て
見
た
の
で
、
聖
書
は
彼
に
と
っ
て
、
神
が
昔
な
し
た
も
う
た
こ
と
を
述
べ
る
閉
ざ
さ
れ
た

歴
史
の
記
録
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
救
い
の
歴
史
は
継
続
す
る
。
彼
は
た
だ
一
回
だ
け
霊
感
を
与
え
ら
れ
た
書
の
律
法
的
な
操
作
よ
り
も
、

む
し
ろ
今
生
じ
る
神
の
こ
と
ば
の
動
的
ま
た
現
実
的
な
面
の
理
解
に
関
心
を
も
っ
た
」（『
コ
ー
イ
マ
ン
』、
三
四
四
頁
）。

(57)

Ｗ
Ａ
三
、
一
二
（『
第
一
回
詩
篇
講
義
』）。

(58)

こ
の
段
落
は
、『
フ
ロ
ー
ル
』
三
一
〜
四
五
頁
に
負
っ
て
い
る
。

（
西
部
／
神
戸
ル
ー
テ
ル
神
学
校
　
校
長
）
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(37)
"Q

uid
hoc

ad
rem

?";

ル
タ
ー
著
作
集
ワ
イ
マ
ー
ル
版
・
『
卓
上
語
録
』
第
三
巻
、
二
八
八
四
番
。
以
下
、
Ｗ
Ａ
Ｔ
ｒ．

七
、
二
八
八
四
の
よ
う
に
略
記
。

(38)

Ｗ
Ａ
四
六
、
七
二
六
（「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
二
章
か
ら
の
説
教
」）。

(39)

エ
ー
ベ
リ
ン
ク
『
ル
タ
ー
研
究
Ｉ
』、
二
九
三
頁
。

(40)

ル
タ
ー
は
、
た
と
え
ば
列
王
記
上
五
章
一
五
節
の
翻
訳
メ
モ
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
―
―
「
八
万
と
か
七
万
と
か
の
労
働
者
が
そ
れ
ぞ
れ

斧
を
も
っ
て
、
と
あ
る
が
そ
ん
な
光
景
を
見
た
い
も
の
だ
。
も
し
か
の
地
に
そ
れ
ほ
ど
の
程
が
斧
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
奇
跡
だ
。
し
か
し
、
恐
ら

く
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
テ
キ
ス
ト
を
損
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
〇
万
人
と
言
う
の
は
、
多
分
、
二
千
人
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
お
そ
ら
く
は
車
両

を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
荷
は
す
べ
て
担
っ
て
持
ち
運
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
か
ら
離
れ
た
い
も
の
だ
」（
Ｗ
Ａ
Ｄ
三
、
四
一
九
）。

(41)

『
コ
ー
イ
マ
ン
』、
三
四
一
頁
。

(42)

Ｗ
Ａ
三
九
（
Ｉ
）、
四
七
（『
資
格
審
査
の
た
め
の
提
題
・
「
信
仰
に
つ
い
て
」
四
八
〜
四
〇
』）。

(43)

『
コ
ー
イ
マ
ン
』、
三
四
三
頁
。

(44)

Ｗ
Ａ
四
八
、
三
一
（「
旧
約
聖
書
の
言
葉
・
詩
篇
二
二
篇
」）。

(45)

Ｗ
Ａ
一
六
、
八
二
（「
出
エ
ジ
プ
ト
記
講
解
・
二
〜
四
章
」）。

(46)

以
下
の
論
の
展
開
に
は
、Edm

und
Schlink,Theology

ofthe
Lutheran

C
onfessions,tr.by

P.F.K
oehneke

etal.,Fortress
Press,1961

を
参
照
し
た
。
な
お

原
著
は
、Theologie

derlutherischen
B
ekenntnisschriften,C

hr.K
aiserV

erlag,1948

で
あ
る
。
以
下
『
シ
ュ
リ
ン
ク
』
と
略
記
。

(47)

信
条
集
専
門
委
員
会
訳
『
ル
ー
テ
ル
教
会
信
条
集
《
一
致
信
条
書
》
』、
聖
文
舎
、
一
九
八
二
年
。
以
下
、『
信
条
書
』
と
略
記
。

(48)

『
信
条
書
』、
七
五
四
頁
お
よ
び
六
九
四
頁
。

(49)

『
シ
ュ
リ
ン
ク
』、
六
頁
。

(50)

『
信
条
書
』
一
四
七
頁
（『
弁
証
論
』）。

(51)

『
シ
ュ
リ
ン
ク
』、
六
頁
。

(52)

同
上
、
七
頁
。
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