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要　旨

要　

旨

目
的
・
方
法

　

本
書
の
主
た
る
目
的
は
、
反
ナ
チ
抵
抗
運
動
に
参
与
し
て
処
刑
さ
れ
た
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
の
神
学
者
・
牧
師
で
あ
る
デ
ィ
ー
ト
リ

ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
（D

ietrich Bonhoe�er 1906.2.4 - 1945.4.9

）
の
思
想
を
、
一
時
代
精
神
の
先
駆
者
と
い
う
先
入
観
か
ら
も
、

ま
た
教
義
学
的
な
枠
か
ら
も
解
放
し
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
で
あ
っ
た
人
間
学
的
視
点
か
ら
再
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
る
。
取
り
巻

く
時
代
状
況
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
実
存
と
を
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
そ
の
思
想
を
可
能
な
限
り
忠
実
に
と
ら
え
、
そ
の
人
間
学
の
特
質

を
取
り
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
倫
理
学
的
・
他
者
論
的
関
心
か
ら
、
今
日
に
お
け
る
実
存
的
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

第
一
章
　
限
界
・
境
界
（G

renze

）
か
ら
見
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学

　

第
一
章
に
お
い
て
は
、G

renze

（
限
界
・
境
界
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
の
特
質
を
取
り
出
す
こ
と

を
試
み
る
。

　

ま
ず
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
〈
業
〉（
可
能
性
）
か
ら
内
在
的
に
人
間
を
理
解
す
る
〈
哲
学
的
人
間
学
〉

と
、
人
間
の
〈
限グ

レ
ン
ツ
ェ界
〉
と
し
て
の
〈
超
越
〉、
つ
ま
り
神
と
の
関
わ
り
か
ら
人
間
を
理
解
す
る
〈
神
学
的
人
間
学
〉
を
区
別
す
る
。

　

次
に
、『
創
造
と
堕
落
』（
一
九
三
三
年
）
を
取
り
上
げ
、
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
の
釈
義
か
ら
、
創
造
・
堕
罪
・
救
済
の
過
程
を
通
し
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て
い
か
な
る
人
間
学
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
創
造
の
世
界
に
お
け
る
〈
神
の
か
た
ち
〉
と
し
て
の

人
間
は
、
根
源
で
あ
る
神
と
の
一
致
に
お
い
て
生
き
て
い
た
。
し
か
し
〈
中
心
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界
〉
を
踏
み
越
え
て
罪
に
堕
ち
、
い
ま
や
神
と
も
、

他
の
人
間
と
も
、
自
然
と
も
、
自
分
自
身
と
も
分
離
し
た
〈
分
裂
〉
状
態
に
あ
る
。
こ
の
状
態
は
、
十
字
架
の
贖
罪
に
よ
っ
て
、
す
で
に

神
と
人
類
の
和
解
が
成
立
し
て
い
る
〈
仲
保
者
〉
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
〈
新
し
い
中
心
〉
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
、
回
復
に

い
た
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
〈
仲
保
者
〉
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
が
誰
で
あ
る
か
を
問
う
た
『
キ
リ
ス
ト
論
』（
一
九
三
三
年
）
に
お

い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
人
間
実
存
・
歴
史
・
自
然
の
中
点
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
、
代
理
的
愛
の
体
現
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
、

〈
人
間
の
ロ
ゴ
ス
〉
の
限グ

レ
ン
ツ
ェ界
を
意
味
す
る
〈
神
の
ロ
ゴ
ス
〉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
と
い
っ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、

こ
の
〈
神
の
ロ
ゴ
ス
〉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
聴
き
従
い
、
彼
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
隣
人
愛
を
実
践
す
る
人
間
観
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
章
　
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
に
お
け
る
良
心
論

　

第
二
章
に
お
い
て
は
、
堕
罪
後
の
人
間
が
巻
き
込
ま
れ
た
〈
分
裂
〉
状
態
に
お
け
る
自
分
自
身
と
の
分
離
の
問
題
を
、
失
わ
れ
た
統
一

を
求
め
る
〈
人
間
実
存
の
呼
び
声
〉
と
し
て
の
良
心
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
良
心
概
念
の
発
展
を
概

観
し
た
上
で
、
と
く
に
抵
抗
運
動
に
関
与
す
る
な
か
で
、〈
罪
の
引
き
受
け
〉
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
形
成
さ
れ
た
良
心
論
を
、
彼
の

死
後
に
断
片
が
編
集
さ
れ
た
未
完
の
著
『
倫
理
』（
一
九
四
九
年
）
を
中
心
に
考
察
す
る
。

　

従
来
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
良
心
と
い
う
概
念
は
、
い
わ
ば
哲
学
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
神
学
的
立
場
か
ら
批
判
的
に
見
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
全
著
作
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
良
心
は
、
自
律
存
在
た
る
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要　旨

人
間
の
自
己
完
結
し
た
思
惟
の
な
か
で
下
さ
れ
る
善
悪
の
判
断
、
あ
る
い
は
そ
の
独
断
に
基
づ
く
よ
り
〈
良
い
〉
自
己
の
把
握
な
い
し
認

識
と
し
て
、
批
判
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
に
お
い
て
は
、
彼
が
獄
中
書
簡
の
な
か
で
、
自
分
が
た
ど
っ
て
き

た
実
践
の
道
を
ふ
り
返
り
、「
最
善
の
良
心
に
お
い
て
行
わ
れ
た
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
良
心
概
念
を
再
検
討
す
る

こ
と
を
試
み
た
。
最
終
的
に
は
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
私
の
良
心
と
な
っ
た
」
と
い
う
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
自
律
と

他
律
の
区
別
を
超
え
る
〈
キ
リ
ス
ト
律
的
良
心
〉
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
提
言
す
る
。

　

ま
ず
、
欧
語
の
良
心
に
は
〈
共
に
知
る
〉
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
誰
（
何
）
と
共
に
知
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
知
の
あ
り
方
自
体
が

変
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
示
す
。
西
洋
の
伝
統
に
お
い
て
そ
れ
は
、
大
き
く
は
、
自
分
自
身
（
自
律
的
良
心
）・
他
者
（
他
律
的
良
心
）・
神

（
神
律
的
良
心
）
と
の
共
知
に
三
分
類
さ
れ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
良
心
論
に
お
い
て
も
同
様
の
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
人
間
実
存
の
中
心
を
〈
ア
ダ
ム
に
お
い
て
〉
求
め
る
〈
自
律
的
良
心
〉、
第
二
に
、
人
間
実
存
の
中
心
を
〈
ヒ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
〉

求
め
る
〈
他
律
的
良
心
〉、
第
三
に
、
人
間
実
存
の
中
心
を
〈
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
〉
求
め
る
〈
キ
リ
ス
ト
律
的
良
心
〉
と
呼
ぶ
べ
き
あ

り
方
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
『
倫
理
』
に
お
け
る
良
心
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
・
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
へ
の
参
与
が
最
高
潮
に
達

し
た
時
期
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
殺
戮
と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
、
な
お
「
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
非
暴
力
に
よ
る
服
従
の

倫
理
は
妥
当
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
が
彼
を
と
ら
え
、〈
罪
の
引
き
受
け
〉
の
決
意
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

場
合
、
良
心
が
、
ど
こ
に
〈
実
存
の
中
心
〉
を
求
め
、
誰
と
〈
共
に
知
る
〉
か
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
何
に
違
反
す
る
こ
と
を
よ
り
大
き
な
罪
と
し
て
認
識
す
る
か
も
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
自
律
存
在
と
し
て
の
人
間
に
お

い
て
は
自
分
で
発
見
し
た
〈
普
遍
的
法
則
〉
が
、
ナ
チ
ス
が
他
律
に
席
を
ゆ
ず
っ
た
場
合
に
は
〈
ヒ
ト
ラ
ー
の
意
志
〉
が
、
信
仰
に
お
い

て
は
〈
神
の
意
志
〉
が
、
善
を
知
る
拠
り
所
と
さ
れ
る
。
こ
の
相
違
が
、
よ
り
大
き
な
罪
を
避
け
る
た
め
に
よ
り
小
さ
な
罪
を
引
き
受
け

13
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る
と
い
う
態
度
に
も
相
違
を
も
た
ら
し
、
異
な
る
行
動
に
導
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
に
従
う
な
か
で
知
ら
れ
る
〈
神
の
意
志
〉
を
行
う
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
神
と
隣
人
を
愛

す
る
が
ゆ
え
に
罪
を
引
き
受
け
る
場
合
、
法
規
範
（
律
法
）
に
原
則
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
か
ら
解
き
放
つ
〈
福
音
的
自
由
〉
と
い
う

も
の
が
確
保
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、「
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
な
か
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

神
の
言
葉
に
た
い
す
る
全
人
格
的
な
応
答
（A

ntw
ort

）
と
し
て
の
〈
責
任
〉（Verantw

ortung

）
を
担
う
人
間
の
あ
り
方
が
、
人
間
的

〈
ラ
ー
テ
ィ
オ
〉
を
超
え
て
〈
ウ
ル
テ
ィ
マ
・
ラ
ー
テ
ィ
オ
〉
に
い
た
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
し
て
考
え
ぬ
い
た
跡
が
見
ら
れ

る
。
そ
の
思
索
を
追
い
つ
つ
、「
服
従
に
お
い
て
人
間
は
神
の
十
戒
に
従
い
、
自
由
に
お
い
て
人
間
は
新
し
い
十
戒
を
創
造
す
る
」
と
い

う
他
律
と
自
律
を
超
え
る
高
次
の
統
一
と
し
て
の
〈
キ
リ
ス
ト
律
〉
を
発
見
し
て
ゆ
く
〈
キ
リ
ス
ト
律
的
良
心
〉
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

良
心
の
あ
り
方
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

第
三
章
　
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
成
人
し
た
世
界
〉
に
お
け
る
人
間
学

　

最
終
章
に
お
い
て
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
獄
中
書
簡
の
な
か
で
生
涯
最
後
の
一
年
に
書
い
た
、「
新
し
い
神
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

に
注
目
し
、
そ
こ
で
到
達
し
た
人
間
観
を
考
察
す
る
。
誤
っ
た
〈
こ
の
世
〉
理
解
と
し
て
の
〈
宗
教
〉
で
は
な
く
、〈
真
の
こ
の
世
性
〉

を
生
き
、〈
他
者
の
た
め
に
〉
仕
え
る
〈
成
人
〉
の
姿
を
描
き
出
し
、
そ
の
人
間
学
が
持
つ
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
「
新
し
い
神
学
」
に
は
、「
成
人
し
た
世
界
」「
無
宗
教
的
キ
リ
ス
ト
教
」「
神
の
前
で
、
神
と
共
に
、
神
な
し
に
生
き
る
」
と
い
っ
た

刺
激
に
満
ち
た
標
語
が
登
場
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
英
語
圏
を
発
信
地
と
し
て
、
世
界
的
な
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ

は
、
世
俗
化
の
問
題
に
直
面
し
た
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
、〈
世
俗
化
の
神
学
〉
や
〈
神
の
死
の
神
学
〉
の
文
脈
に
お
い
て
呼
び
出

14
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要　旨

さ
れ
、〈
神
の
死
〉
な
い
し
〈
内
在
す
る
神
〉
と
い
っ
た
新
し
い
神
概
念
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
見
ら
れ
る
と
の
解
釈
が
目
立
っ

た
。
本
章
に
お
い
て
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
観
の
発
展
を
そ
の
生
涯
を
通
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
生
涯
最
後
の
時

期
に
い
た
っ
て
、
突
如
と
し
て
〈
超
越
〉
か
ら
〈
内
在
〉
へ
と
振
り
子
を
転
じ
た
の
か
、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
の
思
想
と
の
〈
断
絶
〉
が
そ

こ
に
生
じ
た
の
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
、
そ
も
そ
も
世
俗
化
の
議
論
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
解
釈
は
、
キ
リ
ス
ト
ゆ
え
に
ユ

ダ
ヤ
人
の
苦
難
に
参
与
す
る
と
い
う
、
彼
の
中
心
的
な
問
題
意
識
を
と
ら
え
て
い
た
か
ど
う
か
を
疑
問
に
付
す
。

　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
歴
史
的
考
察
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
一
三
世
紀
に
は
じ
ま
る
〈
世
俗
化
〉
の
発
展
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
有
神
論

の
原
理
を
否
定
し
、
自
律
的
な
人
間
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
諸
領
域
か
ら
〈
神
〉
を
放
逐
す
る
に
い
た
っ
た
。
人
間
の
認
識
や
諸
能
力
の

〈
限
界
〉
に
お
い
て
呼
び
出
さ
れ
る
〈
作
業
仮
説
と
し
て
の
神
〉
や
〈
機
械
仕
掛
け
の
神
〉
は
破
棄
さ
れ
、
い
ま
や
〈
宗
教
的
〉
な
関
係

か
ら
解
き
放
た
れ
た
〈
成
人
し
た
〉
人
間
が
あ
ら
わ
れ
る
。
未
成
人
の
世
界
、
つ
ま
り
〈
宗
教
的
〉
な
世
界
は
、
よ
り
多
く
、
い
わ
ば
擬

似
宗
教
的
な
も
の
へ
と
傾
く
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
成
人
し
た
世
界
、
つ
ま
り
無
神
的
な
世
界
は
、
か
え
っ
て

真
実
な
自
己
認
識
へ
、
そ
し
て
真
実
な
神
信
仰
へ
と
通
じ
て
い
る
。
か
く
し
て
〈
宗
教
〉
の
神
か
ら
、
聖
書
の
神
へ
と
目
が
開
か
れ
る
と

言
う
。
人
間
の
〈
成
人
性
〉
は
、
神
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
立
し
た
人
間
に
よ
る
主
体
的
な
イ
エ
ス
へ
の

服
従
へ
と
導
く
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
〈
成
人
性
〉
へ
の
歩
み
の
全
体
は
、
人
間
と
共
に
い
る
神
自
身
の
道
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
独
特
の

〈
十
字
架
の
神
学
〉
を
援
用
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
を
置
き
去
り
に
す
る
神
は
、
彼
が
「
わ
が
神
、
わ
が
神
」

と
信
頼
を
も
っ
て
呼
び
か
け
た
神
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
逆
説
的
な
神
認
識
お
よ
び
神
信
仰
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
を
置
き

去
り
に
す
る
神
が
、
彼
と
共
に
い
る
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
自
分
自
身
を
こ
の

世
か
ら
追
い
や
ら
れ
る
に
ま
か
せ
、「
た
と
え
神
が
い
な
く
と
も
」
こ
の
世
を
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
認
識
へ
と
導
き
、
人
間
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が
自
分
で
諸
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
自
立
さ
せ
る
神
で
あ
る
。
こ
の
世
か
ら
放
逐
さ
れ
る
神
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
無
力
で
弱
い
。

し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
弱
さ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
助
け
る
と
言
う
。
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
お
い
て
〈
無
力
な
も
の
〉・〈
苦
難
す
る
も

の
〉
と
し
て
現
在
す
る
神
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
全
能
〉
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
と
苦
難
を
共
に
す
る
神
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
間
は
、

も
は
や
自
分
の
苦
し
み
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
世
に
お
け
る
神
の
苦
し
み
を
受
け
と
め
、
苦
し
む
も
の
た
ち
の
交
わ
り
へ
と
呼
び
出
さ

れ
、
苦
難
は
、
い
っ
そ
う
高
次
の
苦
難
へ
と
転
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
イ
エ
ス
の
自
分
自
身
に
ま
っ
た
く
囚
わ
れ
ぬ
自
由
、
他
者
を
真
に
愛
す
る
愛
に
こ
そ
〈
全
能
〉
を
見
出
す
。
神

と
人
間
の
関
係
は
、
こ
の
〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
に
お
け
る
新
し
い
生
、
イ
エ
ス
の
存
在
に
与
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
の
〈
宗
教
〉
批
判

に
よ
れ
ば
、
宗
教
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
抜
き
に
世
界
が
理
解
さ
れ
、
つ
ね
に
部
分
的
な
も
の
と
な
り
、
生
の
全
体
を
と
ら
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
イ
エ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
宗
教
〉
に
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
真
っ
只
中
で
〈
他
者
の
た
め
に
〉
仕
え
る
〈
成
人
〉
の
生
へ

と
呼
び
出
す
。〈
宗
教
的
行
為
〉
で
は
な
く
、〈
他
者
の
た
め
に
〉
苦
難
を
背
負
う
神
の
苦
し
み
に
与
り
、
隣
人
愛
を
実
践
す
る
こ
と
が
、

人
間
を
造
る
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
な
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
生
涯
に
お
け
る
最
後
の
時
間
に
な
さ
れ
た
苦
し
む
人
び
と
の
視
点
に
立
っ
た
思
索
は
、〈
共
に
苦

し
み
を
背
負
う
〉
と
い
う
倫
理
の
基
本
的
な
態
度
の
前
に
、
わ
れ
わ
れ
を
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
、
彼
の
人
間
学
の
現
代

的
意
義
が
見
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド 

― 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
、
人
間
学
、
限
界
、
良
心
、
成
人
し
た
世
界

Keyw
ord 

― Bonhoe�er, A
nthropologie, G

renze, G
ew

issen, m
ündige W

elt
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﹇
凡　
　

例
﹈

　

ド
イ
ツ
語
版
最
新
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
全
集D

ietrich Bonhoe�er W
erke

（1986-1999

）は
、
巻
数
と
共
に
次
の
略
号
で
示
す
。
引
用
は
略
号
と
ペ
ー

ジ
数
を
コ
ン
マ
で
区
切
っ
て
文
中
に
あ
げ
る
。【
例
】（D

BW
 1, 38

）

な
お
文
献
の
詳
細
は
巻
末
の
文
献
リ
ス
ト
参
照
。

 
D

BW
 1 

Sanctorum
 Com

m
unio

 
D

BW
 2 

Akt und Sein
 

D
BW

 3 
Schöpfung und Fall

 
D

BW
 4 

N
achfolge

 
D

BW
 5 

G
em

einsam
es Leben: D

as G
ebetbuch der Bibel

 
D

BW
 6 

Ethik
 

D
BW

 7 
Fragm

ente aus Tegel
 

D
BW

 8 
W

iderstand und Ergebung 
 

D
BW

 9 
Jugend und Studium

 1918-1927 
 

D
BW

 10 
Barcelona, Berlin, Am

erika 1928-1931
 

D
BW

 11 
Ö

kum
ene, U

niversität, Pfarram
t 1931-1932

 
D

BW
 12 

Berlin 1932-1933
 

D
BW

 13 
London 1933-1935 

 
D

BW
 14 

Illegale �
eologenausbildung: Finkenw

alde 1935-1937
 

D
BW

 15 
Illegale �

eologenausbildung: Sam
m

elvikariate 1937-1940
 

D
BW

 16 
Konspiration und H

a� 1940-1945
 

D
BW

 17 
Register und Ergänzungen
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﹇
そ
の
他
の
略
号
﹈

 
D

B 
Eberhard Bethge, D

ietrich Bonhoe�er: �
eologe – Christ – Zeitgenosse; Eine Biographie, 2001.

 
W

A
 

W
aim

arer Ausgabe = D
. M

artin Luthers W
erke. K

ritische G
esam

m
eltausgabe, 1883-.

・〔　

〕は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

・
省
略
は（･･････
）で
示
し
た
。

・
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
聖
書
か
ら
の
引
用
は
日
本
聖
書
協
会『
聖
書 

新
共
同
訳
』（
一
九
八
七
年
）に
よ
る
。
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は
じ
め
に

な
ぜ
今
日
「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
」
な
の
か

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
つ
い
て
私
が
知
っ
た
の
は
ヒ
ト
ラ
ー
時
代
の
抵
抗
運
動
へ
の
関
心
を
通
し
て
で
し
た
。
も
し
そ
の
時
〈
外
国
人
〉

と
し
て
ド
イ
ツ
で
暮
ら
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
人
物
に
こ
れ
ほ
ど
心
を
寄
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん）1
（

。
一
九
九
二
年

か
ら
六
年
近
く
、
私
は
南
ド
イ
ツ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
過
ご
し
ま
し
た
。
中
世
そ
の
ま
ま
の
レ
ン
ガ
色
の
街
並
み
が
美
し
い
、
ワ
ー
グ

ナ
ー
の
歌
劇
『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ
ス
タ
ー
ジ
ン
ガ
ー
』
の
舞
台
と
し
て
も
有
名
な
こ
の
町
を
ご
存
知
の
方
は
多
い
で
し
ょ
う
。
一

方
で
、
ナ
チ
ス
の
党
大
会
や
戦
犯
に
た
い
す
る
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
」
の
開
催
地
と
し
て
も
、
そ
の
名
は
世
界
中
の
人
々
の
記
憶
に

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
暮
ら
し
始
め
た
一
九
九
二
年
は
、
ド
イ
ツ
で
極
右
に
よ
る
暴
力
事
件
が
二
二
八
五
件
に
も
達
し
た
異
常
な
年

で
し
た
。
八
月
に
は
ネ
オ
ナ
チ
ら
が
旧
東
独
の
ロ
ス
ト
ッ
ク
に
あ
っ
た
難
民
の
亡
命
申
請
者
の
登
録
セ
ン
タ
ー
に
放
火
し
ま
し
た
。
当
時

そ
こ
に
は
ベ
ト
ナ
ム
人
の
労
働
者
ら
百
人
あ
ま
り
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
極
右
の
若
者
た
ち
が
建
物
に
投
石
し
た
り
火
炎
瓶
を
投
げ
込
ん

だ
り
す
る
と
、
付
近
の
住
民
た
ち
が
拍
手
喝
采
し
ま
し
た
。
こ
の
放
火
事
件
の
三
ヶ
月
後
に
は
、
旧
東
独
に
近
い
旧
西
独
の
メ
ル
ン
で
ネ

オ
ナ
チ
が
ト
ル
コ
人
の
住
居
に
放
火
し
、
三
人
が
焼
死
し
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
な
殺
人
事
件
は
、
後
に
ゾ
ー
リ
ン
ゲ
ン
で
も
起
こ
り
ま
し

た
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
も
、
街
を
歩
け
ば
「
外
国
人
出
て
行
け
！
」
と
い
う
殴
り
書
き
が
あ
ち
こ
ち
で
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

そ
う
書
か
れ
た
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
が

―
跪
い
て
祈
り
を
捧
げ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
入
り
で
し
た

―
自
宅
の
郵
便
受
け
に

19

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

19 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:17

 



投
げ
込
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
知
合
い
の
ド
イ
ツ
人
男
性
と
日
本
人
女
性
の
間
の
ご
子
息
が
、
当
時
ネ
オ
ナ
チ
の
目
印
と
さ
れ
た
ス

キ
ン
ヘ
ッ
ド
の
若
者
た
ち
に
襲
わ
れ
て
重
傷
を
負
っ
た
こ
と
も
。
そ
の
時
、「
僕
の
父
親
は
ド
イ
ツ
人
だ
！　

僕
は
ド
イ
ツ
人
だ
！
」
と

叫
ん
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し
ネ
オ
ナ
チ
の
暴
力
は
止
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
を
聞
い
た
時
、
た
ま
ら
な
く
切
な
い
気
持
ち
に

な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
生
ま
れ
育
っ
た
愛
す
る
国
で
そ
の
よ
う
な
目
に
合
う
の
か
と
。

ネ
オ
ナ
チ
の
若
者
た
ち
が
「
自
分
た
ち
と
異
な
る
者
」
に
向
け
る
激
し
い
憎
悪
と
暴
力
は
、「
外
国
人
は
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
を
奪
う
、

彼
ら
は
ド
イ
ツ
の
寄
生
虫
だ
」
や
「
や
つ
ら
は
ド
イ
ツ
の
規
範
を
守
ら
な
い
」
と
い
っ
た
、
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
偏
狭
な
愛
国
心
に
基
づ

く
言
い
分
だ
け
で
説
明
が
つ
く
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
事
件
を
題
材
と
し
た
二
〇
一
四
年
制
作

の
ド
イ
ツ
映
画
『
わ
れ
わ
れ
は
若
い
。
わ
れ
わ
れ
は
強
い
。』（W

ir sind jung. W
ir sind stark.

）
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
社
会
や
現

状
に
た
い
す
る
不
満
や
未
来
へ
の
不
安
な
ど
が
入
り
混
じ
っ
た
、
も
っ
と
複
雑
な
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
あ
か
ら
さ
ま
に
「
自
分
た
ち
と

異
な
る
者
」
を
敵
視
す
る
人
は
わ
ず
か
で
、
親
切
に
接
し
て
く
れ
る
ド
イ
ツ
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
し
か
し
当
時
、
そ
れ
ま
で
母
国

で
み
じ
ん
も
身
の
危
険
を
感
じ
る
こ
と
な
く
暮
ら
し
て
い
た
私
は
、
外
国
人
と
し
て
他
国
に
い
る
恐
怖
と
い
う
も
の
を
生
ま
れ
て
初
め
て

感
じ
た
の
で
す
。
で
も
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
苦
難
を
受
け
る
者
の
視
点
を

―
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
「
十
年
後
」
と
い
う
文
章
の
中
で

述
べ
た
「
下
か
ら
の
視
点
」
に
通
ず
る
も
の
を

―
わ
ず
か
な
り
と
も
授
け
ら
れ
た
こ
と
に
、
今
で
は
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
恐
怖
と
不
安
を
抱
え
た
日
々
の
な
か
で
、
私
は
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
・
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
「
七
月
二
〇
日
」
事
件
の
こ
と
を
知

り
ま
し
た
。
こ
の
計
画
に
関
わ
っ
た
人
の
少
な
か
ら
ず
が
、
倫
理
的
・
宗
教
的
な
理
由
か
ら
抵
抗
を
行
っ
た
と
言
い
ま
す
。
多
く
は
処
刑

さ
れ
、
彼
ら
の
詳
細
な
思
想
背
景
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
幸
い
に
も
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
獄
中
か
ら
非
合
法

的
手
段
で
運
び
出
さ
れ
た
書
簡
な
ど
、
比
較
的
多
く
の
文
章
を
残
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
絶
滅
に
追
い
や
ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
苦
難
を

目
の
前
に
し
て
、
牧
師
で
あ
り
な
が
ら
最
高
支
配
者
殺
し
に
加
担
す
る
決
意
に
い
た
る
ま
で
に
は
ど
の
よ
う
な
思
索
が
な
さ
れ
た
の
で
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はじめに

し
ょ
う
か
。
と
く
に
私
の
心
に
掛
か
っ
た
の
は
、
彼
が
獄
中
で
綴
っ
た
書
簡
に
現
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
、
た
だ
人
間
で
あ

る
こ
と
だ
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
い
う
国
家
の
枠
組
み
を
越
え
て
行
為
に
い
た
っ
た
こ
の
人
物
に
と
っ
て
、「
た
だ

人
間
で
あ
る
こ
と
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
言
葉
の
意
味
を
知
り
た
い
一
心
で
、
私
は
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り

組
む
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

「
人
間
と
は
何
か
」

―
こ
の
問
い
は
人
類
の
歴
史
と
共
に
古
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
間
学
に
は
長
い
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
他
方
で
、
人
間
学
は
新
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
現
代
は
科
学
の
時
代
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
も
、
い
ま
や
伝
統

的
様
式
よ
り
、
科
学
技
術
に
よ
っ
て
方
向
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
人
間
に
た
い
す
る
科
学
的
な
研
究
も
大
き
く
発
展

し
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
に
い
た
る
ま
で
、
人
間
に
つ
い
て
の
驚
く
ほ
ど
多
様
な
知
識
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
で
す
が
そ
の
際
に
人
間
は
ば
ら

ば
ら
な
像
に
解
体
さ
れ
て
し
ま
い
、
ま
す
ま
す
謎
め
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
全
体
と
し
て
人
間
を
捉
え
よ
う
と
す
る
人
間
学
が
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
新
し
い
人
間
学
の

な
す
べ
き
課
題
は
、
人
間
に
関
す
る
諸
科
学
の
成
果
を
受
け
い
れ
つ
つ
、
人
間
の
全
体
的
構
造
を
捉
え
な
お
し
、
そ
の
全
体
像
を
再
建
す

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
わ
れ
わ
れ
は
、
身
体
・
環
境
・
言
語
・
心
理
・
倫
理
・
社
会
・
文
化
・
芸
術
・
歴
史
・
宗
教
な
ど
多
様

な
領
域
に
お
け
る
具
体
的
な
世
界
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
科
学
的
に
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
解
明
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
新
し
い
人
間
学
は
、
古
く
か
ら
〈
哲
学
的
人
間
学
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
流
れ
に
あ
り
、
一
般
に
は
人
間
の
本
性
や
、

人
間
と
世
界
と
の
関
係
な
ど
を
哲
学
的
に
研
究
す
る
一
分
野
で
し
た
。
と
く
に
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
諸
科
学
の
発
展
、
な
か
で
も
生
物
学

の
め
ざ
ま
し
い
発
展
に
刺
激
を
受
け
て
成
熟
し
て
い
き
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（M

ax Scheler 1874-1928

）
の
『
宇
宙
に
お
け
る

人
間
の
地
位
』（D

ie Stellung des M
enschen im

 Kosm
os, 1928

）
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
間
学
と
し
て
一
応
の
体
系
的
完
成
を
見
る

に
い
た
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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本
書
が
取
り
組
む
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
現
代
的
意
味
に
お
け
る
人
間
学
の
登
場
と
時
を
同
じ
く
し
て
形
成

さ
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
に
基
づ
く
宗
教
的
人
間
学
で
す
。
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
も
っ
ぱ
ら
神
学
の
一
部
門
に
過
ぎ
な
か
っ

た
人
間
に
つ
い
て
の
探
求
が
、
よ
う
や
く
啓
蒙
時
代
を
経
て
神
学
の
権
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
の
に
、
な
ぜ
今
さ
ら
そ
の
よ
う
な
人

間
学
に
取
り
組
む
の
か
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
人
間
と
い
う
も
の
を
諸
科
学
の
成
果
を
受
け
い
れ
つ
つ
そ
の
全

体
を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
宗
教
的
人
間
観
と
い
う
も
の
も
、
け
っ
し
て
切
り
離
し
え
な
い
で
し
ょ
う
。
と
く
に
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
の
人
間
学
は
、
そ
の
生
涯
に
お
け
る
実
践
と
深
く
関
わ
り
つ
つ
形
成
さ
れ
、
人
間
と
し
て
ど
う
生
き
る
べ
き
か
を
問
う
た
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
倫
理
的
観
点
か
ら
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
ま
す
。
排
外
主
義
が
世
界
に
も
日
本
に
も
広
が
り
、
新
た
な
抑
圧

や
差
別
が
繰
り
返
さ
れ
る
現
代
の
社
会
で
、
今
日
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
観
と
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
を
見
直
す
こ
と
に
は
大
き
な
意
義

が
あ
る
と
、
強
く
感
じ
ま
す
。
人
間
の
全
体
的
構
造
を
再
考
し
、
そ
の
全
体
像
を
捉
え
る
と
い
う
壮
大
な
課
題
に
向
か
っ
て
、
一
つ
の
視

点
を
提
出
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
生
涯
に
お
け
る
三
時
期
区
分
と
時
代
背
景

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
（D

ietrich Bonhoe�er 1906.2.4-1945.4.9

）
は）2
（

、
一
九
〇
六
年
に
双
生
の
ザ
ビ
ー
ネ
（
後
の

ユ
ダ
ヤ
系
法
学
者
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ラ
イ
プ
ホ
ル
ツ
夫
人
）
と
共
に
八
人
の
子
供
の
第
六
・
七
子
と
し
て
、
帝
政
ド
イ
ツ
の
ブ
レ
ス
ラ
ウ

（
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
地
方
の
中
心
地
）
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
精
神
・
神
経
医
学
者
で
大
学
教
授
の
父
カ
ー
ル
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
家
系
出
身

で
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
宮
廷
付
き
牧
師
の
娘
で
あ
る
母
パ
ウ
ロ
の
も
と
で
、
ド
イ
ツ
市
民
階
級
の
伝
統
を
享
受
し
つ
つ
成
長
し
ま
す
。

そ
の
三
九
年
と
い
う
短
い
生
涯
は
、
ド
イ
ツ
の
激
動
の
時
代
に
あ
た
り
ま
す
。
帝
都
ベ
ル
リ
ン
で
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
北
と
十
一
月
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はじめに

革
命
を
体
験
し
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
時
代
に
青
年
期
を
過
ご
し
ま
す
。
そ
し
て
ル
タ
ー
派
の
神
学
者
・
牧
師
と
な
り
、
第
三
帝
国
で

は
反
ナ
チ
抵
抗
者
と
な
り
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
後
は
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
・
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
に
与
し
、
一
九
四
五
年
に
フ
ロ
ッ
セ

ン
ビ
ュ
ル
ク
強
制
収
容
所
で
刑
死
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
生
涯
は
一
般
に
、
彼
の
親
友
で
あ
っ
た
神
学
者
エ
ー

バ
ハ
ル
ト
・
ベ
ー
ト
ゲ
（Eberhard Bethge 1909-2000

）
に
よ
る
大
著
『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
伝
』（D

ietrich Bonhoe�er: �
eologe – 

Christ – Zeitgenosse Eine Biographie

）
の
記
述
に
従
っ
て
、
第
一
期
（
初
期
＝
神
学
者
）、
第
二
期
（
中
期
＝
キ
リ
ス
ト
者
）、
第
三

期
（
後
期
＝
同
時
代
人
）
の
三
つ
に
区
分
し
て
示
さ
れ
ま
す
。

第
一
期
（
神
学
者
）
一
九
二
三
―
三
三
年
ご
ろ

第
一
期
は
、
青
年
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
「
神
学
の
魅
力
」）3
（

に
と
り
つ
か
れ
た
〈
神
学
者
〉
と
し
て
生
き
た
時
期
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
一
九
二
三
年
に
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
神
学
部
に
入
学
、
翌
年
四
月
に
留
学
し
た
ロ
ー
マ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
出
会

い
に
強
い
印
象
を
受
け
、
一
〇
月
に
帰
国
し
て
か
ら
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
び
、
弱
冠
二
一
歳
に
し
て
学
位
論
文
『
聖
徒
の
交
わ
り
』

（Sanctorum
 Com

m
unio, 1927

）
で
神
学
博
士
号
を
取
得
し
ま
す
。
一
九
二
八
年
に
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
牧
師
補
を
務
め
、
ベ
ル
リ
ン
に

戻
っ
て
教
授
資
格
取
得
論
文
『
行
為
と
存
在
』（Akt und Sein
）
を
提
出
し
、
一
九
三
〇
年
に
資
格
取
得
、
翌
年
出
版
し
ま
す
。
卒
業
す

る
と
一
九
三
〇
年
九
月
か
ら
三
一
年
七
月
ま
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
に
留
学
し
、
帰
国
し
て
三
週
間
ほ
ど
ボ
ン
大
学
を
訪

ね
、
大
き
な
影
響
を
受
け
た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
（K

arl Barth 1886-1968

）
を
訪
ね
て
出
会
い
を
果
た
し
た
後
、
同
年
八
月
に
ベ
ル
リ

ン
大
学
に
私
講
師
と
し
て
就
任
し
ま
す
。
ま
た
詳
し
い
時
期
は
不
明
で
す
が
、
一
九
三
一
年
ご
ろ
に
い
わ
ゆ
る
「
転
回
」（W

endung

））
4
（

を
経
て
自
覚
的
に
キ
リ
ス
ト
者
と
な
り
、
聖
書
を
神
の
語
り
か
け
と
し
て
霊
的
に
読
む
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
よ
そ
ナ

チ
ス
が
政
権
を
掌
握
す
る
激
動
の
一
九
三
三
年
が
ド
イ
ツ
に
訪
れ
る
ま
で
を
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
第
一
期
と
呼
び
ま
す
。
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ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
生
涯
に
お
い
て
実
り
豊
か
な
海
外
経
験
を
重
ね
て
い
き
ま
す
が
、
第
一
期
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
留
学
か
ら
受

け
た
刺
激
は
と
く
に
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
で
あ
り
、
牧
師
で
政
治
学
者
で
も
あ
る

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
ニ
ー
バ
ー
（Reinhold N

iebuhr 1892-1971

）
の
も
と
で
社
会
倫
理
を
学
び
、
実
践
的
な
神
学
思
想
に
目
覚
め
ま
す
。

ま
た
人
種
差
別
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
黒
人
社
会
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
き
、
帰
国
後
は
自
国
ド
イ
ツ
で
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
と
向

き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
留
学
生
ジ
ャ
ン
・
ラ
セ
ー
ル
（Jean Lasserre 1908-1983

）
の
キ
リ
ス
ト
教

平
和
主
義
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

ま
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
（M

oham
das K

aram
chand G

andhi 1969-1983

）
の
思
想
に
傾
注
し
て
い
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
、
ド
イ
ツ
で

の
任
務
が
あ
り
実
現
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
長
年
イ
ン
ド
で
学
ぶ
こ
と
を
強
く
希
望
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
国
際

性
を
身
に
つ
け
、
ド
イ
ツ
帰
国
後
は
世
界
教
会
運
動
に
も
積
極
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す）5
（

。

第
二
期
（
キ
リ
ス
ト
者
）
一
九
三
三
年
ご
ろ
―
三
九
年

お
お
よ
そ
第
三
帝
国
が
幕
を
開
け
る
一
九
三
三
年
ご
ろ
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
一
九
三
九
年
ま
で
を
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

の
第
二
期
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
間
も
彼
が
神
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
キ
リ
ス
ト
者
た
る
の
価
」）6
（

を
学
び
つ
つ
、

ド
イ
ツ
教
会
闘
争）7
（

に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
の
一
翼
を
担
う
異
端
〈
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
〉
に
た
い
し
て
「
バ
ル
メ
ン
宣
言
」）8
（

を
以
て
誕
生

し
た
〈
告
白
教
会
〉
の
急
進
的
メ
ン
バ
ー
と
し
て
教
会
的
抵
抗
に
身
を
投
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
に
ア
ド
ル

フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
（A

dolf H
itler 1889-1945

）
が
政
権
を
掌
握
し
た
時
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
二
七
歳
に
し
て
い
ち
早
く
ナ
チ
ス
の
指
導

者
原
理
の
擬
似
宗
教
性
を
見
抜
き
、
ラ
ジ
オ
講
演
（
二
月
一
日
））9
（

で
偶
像
崇
拝
の
危
険
性
を
指
摘
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
四
月
、
当
時
ま
だ

誰
も
口
に
し
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
ま
す）10
（

。
つ
ま
り
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
一
九
二
五
年
の
ナ
チ
党
宣
言
以
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はじめに

来
、
変
わ
る
こ
と
な
く
ナ
チ
ズ
ム
の
本
質
を
な
す
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
指
導
者
原
理
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
問
題
を
、
す
で

に
一
九
三
三
年
に
見
抜
き
、
ナ
チ
ス
と
の
対
決
姿
勢
を
示
し
て
い
た
の
で
す
。

一
九
三
三
年
六
月
以
降
、
ド
イ
ツ
福
音
主
義
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
教
会
で
は
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
が
支
配
的
と
な
り
、
九
月
に
は

教
会
が
強
制
的
に
一
元
化
さ
れ
て
〈
帝
国
教
会
〉
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ニ
ー
メ

ラ
ー
（M

artin N
iem

öller 1892-1984

）
と
共
に
〈
牧
師
緊
急
同
盟
〉
を
呼
び
か
け
、
以
後
は
ド
イ
ツ
教
会
闘
争
に
お
い
て
戦
い
を
担

う
、
告
白
教
会
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
急
進
的
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
立
場
を
貫
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
だ
け
で

な
く
、
非
政
治
的
な
告
白
教
会
内
部
の
保
守
勢
力
と
も
対
決
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た）11
（

。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
告
白
教
会
の
求
め
に

よ
っ
て
「
べ
テ
ル
信
仰
告
白
」）12
（

を
起
草
し
ま
す
が
受
け
い
れ
ら
れ
ず
、
一
〇
月
に
失
意
の
う
ち
に
ロ
ン
ド
ン
に
赴
き
、
ド
イ
ツ
人
教
会
の

牧
師
に
就
任
し
ま
す
。
そ
し
て
当
地
か
ら
ド
イ
ツ
教
会
闘
争
に
参
加
し
、
告
白
教
会
を
広
く
世
界
の
教
会
に
紹
介
す
る
役
割
を
担
い
ま

す
。
一
九
三
五
年
四
月
に
は
告
白
教
会
か
ら
牧
師
研
究
所
の
所
長
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
帰
国
し
、
牧
師
補
再
訓
練
の
あ
る
べ
き
姿
を
熟
考

す
る
た
め
英
国
各
地
の
修
道
院
を
訪
ね
、
一
九
三
六
年
六
月
に
フ
ィ
ン
ゲ
ン
ヴ
ァ
ル
デ
の
牧
師
研
修
所
に
赴
き
ま
す
。
同
年
八
月
に
教
授

資
格
を
剥
奪
、
一
九
三
七
年
九
月
に
は
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
よ
っ
て
フ
ィ
ン
ケ
ン
ヴ
ァ
ル
デ
牧
師
研
究
所
が
閉
鎖
、
一
九
三
八
年
一
月
に
ベ
ル

リ
ン
退
去
命
令
と
、
ナ
チ
ス
政
府
に
よ
る
弾
圧
が
徐
々
に
激
し
く
な
り
ま
す
が
、
非
合
法
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
隠
密
に
続
け
ら
れ
、
そ

の
な
か
で
『
服
従
』（N

achfolge, 1937

）
や
『
共
に
生
き
る
生
活
』（G

em
einsam

es Leben, 1938

）
が
執
筆
さ
れ
ま
す
。
す
で
に
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ナ
チ
ス
支
配
以
前
の
一
九
三
二
年
か
ら
ド
イ
ツ
国
内
・
外
（
世
界
教
会
）
に
お
い
て
〈
平
和
の
戒
め
〉
を
宣
べ
伝
え
て

い
ま
し
た
が
、
一
九
三
八
―
三
九
年
に
い
た
る
ま
で
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
的
抵
抗
、
キ
リ
ス
ト
教
平
和
主
義
、
さ
ら
に
は
山
上
の
説
教

に
示
さ
れ
た
愛
敵
の
思
想
を
も
っ
て
、
教
会
闘
争
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。
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第
三
期
（
同
時
代
人
）
一
九
三
九
―
一
九
四
五
年

第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
一
九
三
九
年
か
ら
死
に
い
た
る
ま
で
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
第
三
期
（
後
期
）
と
呼
ば
れ
ま
す
。
神

学
者
・
キ
リ
ス
ト
者
た
る
こ
と
に
加
え
て
、〈
同
時
代
人
〉（Zeitgenosse

）
と
し
て
「
ド
イ
ツ
の
運
命
に
参
与
」）13
（

す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
狭
い
意
味
で
の
教
会
と
い
う
枠
を
越
え
、
政
治
的
実
践
に
関
与
し
つ
つ
こ
の
世
の
真
っ
只
中
を
生
き
、
そ
の
思
想
を
展
開
し

て
い
き
ま
す
。

一
九
三
九
年
六
月
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
際
の
恩
師
ニ
ー
バ
ー
ら
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
亡
命
の
機

会
を
与
え
ら
れ
て
渡
米
し
ま
す
。
新
世
界
で
の
ポ
ス
ト
も
約
束
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
逃
避
行
は
、
ガ
ン

デ
ィ
ー
を
尊
敬
す
る
平
和
主
義
者
で
あ
っ
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
予
定
さ
れ
て
い
た
徴
兵
を
忌
避
し
、
武
器
を
と
る
こ
と
の
矛
盾
に

よ
っ
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
わ
ず
か
一
ヶ
月
あ

ま
り
で
帰
国
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
七
月
二
〇
日
」
事
件
へ
と
発
展
す
る
ヒ
ト
ラ
ー
暗

殺
・
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
に
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
九
四
〇
年
以
降
に
は
、
彼
に
講
演
禁
止
処
分
（
一
九
四
〇
年
七
月
一
四
日
）
に
次
い
で
著
作
禁
止
命
令
（
一
九
四
一
年
三
月
一
九

日
付
、
二
五
日
発
効
）
が
下
さ
れ
、
定
期
的
に
国
家
警
察
に
自
分
の
行
動
を
届
け
出
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
ま
す
（
一
九
四
〇
年
九
月
四

日.

）。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
す
で
に
一
九
三
八
年
以
降
か
ら
国
防
軍
内
で
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
の
中
心
人
物
と
し
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
ナ
ー
リ
ス
（W

ilhelm
 Franz C

anaris 1887-1945

）
の
厚
い
庇
護
の
下
に
動
い
て
い
た
法
律
家
の
義
兄
ハ
ン
ス
・

フ
ォ
ン
・
ド
ー
ナ
ニ
ー
（H

ans von D
ohnanyi 1902-1945

）
を
介
し
て
抵
抗
運
動
の
重
要
人
物
と
接
触
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
一

九
四
〇
年
一
〇
月
に
カ
ナ
ー
リ
ス
の
諜
報
部
に
嘱
託
と
し
て
入
り
、
特
別
勤
務
ゆ
え
に
通
常
の
兵
役
を
免
除
さ
れ
た
身
分
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
こ
で
の
職
務
を
利
用
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
救
出
活
動
に
あ
た
り
、
か
つ
て
の
世
界
教
会
関
係
の
人
脈
を
通
し
て
ナ
チ
占
領
下
の
ノ
ル
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はじめに

ウ
ェ
ー
の
抵
抗
運
動
を
支
援
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
バ
チ
カ
ン
経
由
で
連
合
国
と
の
和
平
交
渉
に
も
力
を
尽
く
し
ま
す
。
一
九
四
〇
年

ご
ろ
か
ら
は
合
間
を
ぬ
っ
て
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
考
え
て
い
た
未
完
の
著
『
倫
理
』（Ethik, 1949

））14
（

の
執
筆
に
取
り
組
み
、
ま
た
一
九
四
三

年
一
月
に
は
マ
リ
ー
ア
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ェ
ー
デ
マ
イ
ヤ
ー
（M

aria von W
edem

eyer 1924-1977

）
と
婚
約
し
ま
す
。
し
か
し
同
年
四

月
五
日
、
義
兄
ド
ー
ナ
ニ
ー
と
相
前
後
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
と
は
別
件
で
逮
捕
さ
れ）15
（

、
国
防
軍
予
審
刑
務
所
で
あ
っ
た
テ
ー
ゲ
ル
刑

務
所
に
収
監
さ
れ
ま
す
。
九
月
二
四
日
に
〈
防
衛
力
の
解
体
活
動
〉
で
逮
捕
礼
状
が
下
り
起
訴
さ
れ
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
場

合
、
ナ
チ
ス
が
彼
の
〈
罪
状
〉
を
約
一
年
間
も
特
定
で
き
ず
に
い
た
と
い
う
特
異
な
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
で
す
が
一
九
四
四
年
に
「
七

月
二
〇
日
」
が
失
敗
に
終
わ
り
、
九
月
に
な
っ
て
ベ
ル
リ
ン
近
く
の
ツ
ォ
ッ
セ
ン
に
あ
っ
た
諜
報
部
の
文
書
（
ツ
ォ
ッ
セ
ン
文
書
）
が
発

見
さ
れ
、
と
う
と
う
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
「
七
月
二
〇
日
」
と
の
関
連
が
明
る
み
に
出
ま
す
。
実
は
、
彼
は
九
月
二
四
日
か
ら
一
〇
月
始

め
に
か
け
て
、
好
意
的
な
監
視
兵
と
家
族
の
助
け
を
借
り
て
脱
獄
を
計
画
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
間
に
兄
ク
ラ
ウ
ス
が
逮
捕
さ
れ

る
に
お
よ
ん
で
、
家
族
に
危
険
が
ふ
り
か
か
る
懸
念
か
ら

―
当
時
、
親
族
連
座
刑
と
い
う
ナ
チ
の
悪
法
が
あ
り
ま
し
た

―
こ
の
計
画

を
断
念
し
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
一
〇
月
八
日
に
テ
ー
ゲ
ル
の
軍
用
刑
務
所
か
ら
残
酷
な
拷
問
で
知
ら
れ
る
プ
リ
ン
ツ
・
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト

通
り
の
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
本
部
地
下
牢
に
移
送
さ
れ
、
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
ま
す
。
終
戦
の
年
の
二
月
、
今
度
は
ブ
ー
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
強
制
収

容
所
に
移
さ
れ
（
一
九
四
五
年
二
月
七
日
）、
さ
ら
に
南
ド
イ
ツ
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
森
を
通
り
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
（
四
月
三
日
）
か

ら
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
（
四
月
六
日
）
へ
と
、
同
囚
の
人
び
と
と
共
に
幌
つ
き
バ
ス
に
載
せ
ら
れ
て
転
々
と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
最
後

に
、
フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
と
い
う
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
東
方
の
チ
ェ
コ
国
境
に
近
い
強
制
収
容
所
で
、
絞
首
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
（
四
月

九
日
）。

獄
中
期
間
の
遺
稿
に
は
、
両
親
や
婚
約
者
や
友
人
に
宛
て
た
手
紙
・
さ
ま
ざ
ま
な
覚
え
書
き
・
詩
・
ド
ラ
マ
・
小
説
の
断
片
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
な
か
で
も
秘
密
に
獄
中
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ
宛
の
大
量
の
書
簡
に
は
神
学
的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
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が
戦
後
に
世
界
中
で
大
き
な
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
生
涯
の
三
時
代
区
分
と
著
作
に
つ
い
て

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
の
発
展
の
諸
段
階
を
示
す
標
語
は
、
彼
の
全
体
像
の
輪
郭
を
つ
か
む
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
ま
す
。

〈
信

ゲ
マ
イ
ン
デ

仰
共
同
体
と
し
て
現
存
す
る
キ
リ
ス
ト
〉（C

hristus als G
em

einde existierend

））16
（

は
、『
聖
徒
の
交
わ
り
』
や
『
行
為
と
存
在
』
と

い
っ
た
第
一
期
の
著
作
に
見
ら
れ
る
、
学
究
的
色
彩
の
強
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。〈
安
価
な
恵
み
と
高
価
な
恵
み
〉（billige und teure 

G
nade

）
は
、『
服
従
』
や
『
共
に
生
き
る
生
活
』
と
い
っ
た
第
二
期
の
著
書
に
見
ら
れ
る
、
教
会
的
な
色
彩
の
強
い
キ
ー
ワ
ー
ド
。
さ

ら
に
、〈
究
極
的
な
も
の
と
究
極
以
前
の
も
の
〉（Letztes und Vorletztes

）
は
、
第
三
期
の
『
倫
理
』
の
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、

最
後
に
、〈
非
宗
教
的
解
釈
〉（nicht-religiöse Interpretation

）、〈
成
人
し
た
世
界
〉（m

ündig gew
ordene W

elt / m
ündige W

elt

）、

〈
他
者
の
た
め
の
存
在
イ
エ
ス
〉（Jesus, der M

ensch für andere

）、〈
他
者
の
た
め
の
教
会
〉（K

irche für andere

）
と
い
っ
た
獄
中

書
簡
に
見
ら
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
テ
ー
ゲ
ル
時
代
を
代
表
し
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
は
、
第
一
期
の
著
作
は
神
学
的
・
哲
学
的
で
難
解
で
近
づ
き
が
た
く
、
第
二
期
は
建
徳
的
で
教
会
形
成
に
役
立
ち
、
第
三
期

は
革
命
的
で
教
会
改
革
・
教
会
批
判
・
現
代
神
学
の
革
新
に
な
る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た）17
（

。
そ
の
た
め
、
教
会
の
枠
を
越
え
て
広
く
読

ま
れ
て
き
た
の
が
第
三
期
、
教
会
内
部
で
教
会
形
成
の
書
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
が
第
二
期
、
教
会
で
も
社
会
で
も
あ
ま
り
読
ま
れ

ず
、
研
究
が
遅
れ
て
い
た
の
が
第
一
期
の
著
作
で
す）18
（

。
こ
の
こ
と
は
、
今
な
お
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と

は
困
難
だ
と
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
作
品
は
、
全
体
を
見
通
す
こ
と
が
極
め
て
難
し
く
、
そ
の
た
め
一
貫
性
が
な
い
と
の
批
判
も
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はじめに

あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
後
期
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
伝
統
に
た
い
し
て
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
彼
の
神
学
仲
間
た
ち
が
タ
ブ
ー

視
し
て
い
た
領
域
、
つ
ま
り
啓
蒙
主
義
的
な
解
放
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
『
獄
中
書
簡
集
』（W

iderstand und 

Ergebung, 1951

））19
（

が
刊
行
さ
れ
る
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
移
り
気
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
彼
の

思
想
の
発
展
に
〈
連
続
〉
を
認
め
る
か
、
そ
れ
と
も
〈
断
絶
〉
か
と
い
う
議
論
に
も
、
い
ま
だ
決
定
的
な
終
止
符
は
打
た
れ
て
い
な
い
状

況
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
史

―
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
に
お
け
る
比
較
を
中
心
に

―

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
名
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
界
と
一
部
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
の
ぞ
い
て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
た
い
し
て
欧
米
、
む
ろ
ん
と
く
に
ド
イ
ツ
で
は
、
著
作
物
や
映
画
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
広
く
一
般
に
も
知
ら
れ
、
反

ナ
チ
抵
抗
者
と
し
て
の
生
き
様
と
思
想
は
、
処
刑
さ
れ
て
七
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
も
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま

す）20
（

。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
名
は
、
一
方
で
一
九
六
〇
年
代
に
〈
世
俗
化
の
神
学
〉
の
先
駆
者
と
し
て
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
世
界
中
で
注

目
を
浴
び
、
他
方
で
一
九
七
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
（Ernst Feil 1932-2013

）
の
研
究
に

よ
っ
て
、〈
こ
の
世
〉
理
解
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
の
歩
み
は
国
別
に
見

て
も
相
違
が
あ
り
、
一
様
に
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
の
二
大
中
心
地
で
あ
る
ド
イ
ツ）21
（

と
ア
メ
リ

カ）22
（

、
そ
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
史
を
大
ま
か
に
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
が
ど
こ
に
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う

な
問
題
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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戦
後
―
一
九
五
〇
年
代

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
著
作
で
生
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
は
、
博
士
論
文
『
聖
徒
の
交
わ
り
』（
一
九
二
七
年
学
位
取
得
、
一
九
三
〇
年

出
版
）、
教
授
資
格
取
得
論
文
『
行
為
と
存
在
』（
一
九
三
〇
年
資
格
取
得
、
一
九
三
一
年
出
版
）、『
創
造
と
堕
落
』（
一
九
三
三
年
）、

『
服
従
』（
一
九
三
七
年
））

23
（

、『
共
に
生
き
る
生
活
』（
一
九
三
九
年
）、『
聖
書
の
祈
祷
書
』（D

as G
ebetbuch der Bibel, 1940

）
の
六
冊

だ
け
で
す）24
（

。
ナ
チ
ス
支
配
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
三
五
歳
で
講
演
禁
止
処
分
（
一
九
四
〇
年
九
月
）
を
受
け
、
執
筆
・
印
刷
禁
止
処
分

（
一
九
四
一
年
三
月
）、
逮
捕
（
一
九
四
三
年
四
月
）
と
続
き
、
弱
冠
三
九
歳
で
処
刑
（
一
九
四
五
年
四
月
）
さ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
戦

中
お
よ
び
戦
後
直
後
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
神
学
的
に
も
ほ
と
ん
ど
無
名
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
ま

す）25
（

。
し
か
し
そ
の
後
、
Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ
等
の
弟
子
を
中
心
と
し
て
生
前
の
講
義
録
・
論
文
・
説
教
・
釈
義
・
講
演
・
書
簡
・
資
料
な
ど

の
編
纂
お
よ
び
出
版
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
生
涯
と
思
想
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
も
な
る

と
、
最
新
版
全
集
の
前
に
出
版
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
版
選
集
（G

esam
m

elte Schri�en, 1958-1974

）
全
六
巻
も
完
成
し
、
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
一
次
文
献
が
出
揃
い
ま
し
た
。

最
初
の
遺
稿
集
で
あ
る
未
完
の
著
『
倫
理
』
は
、
一
九
四
〇
年
か
ら
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
後
期
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
代

表
作
で
す
が
、
こ
の
出
版
に
よ
っ
て
日
本
で
も
本
格
的
な
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
二
年
後
に
は
、
こ
の
著
で
語

ら
れ
た
思
想
と
提
示
さ
れ
た
問
題
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
『
獄
中
書
簡
集
』
が
出
版
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
本
来
の
意
図
の
予
期
せ
ぬ
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
「
獄
中
で
書
か
れ
た
五
〇
頁
ば
か
り
の
神
学
の
ゆ
え
に
」）

26
（

、
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
め
ぐ
る
賛
否
両
論
が
巻
き
起
こ
り
、
戦
後
の
キ
リ
ス
ト
教
界
全
体
を
揺
り
動
か
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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はじめに

一
九
六
〇
年
代

そ
の
よ
う
な
議
論
の
発
信
地
と
な
っ
た
の
は
、
英
語
圏
で
し
た
。『
獄
中
書
簡
集
』
の
な
か
で
提
出
さ
れ
た
「
成
人
し
た
世
界
」「
神
の

前
で
、
神
と
共
に
、
神
な
し
に
生
き
る
」（D

BW
 8, 534

）「
無
宗
教
的
キ
リ
ス
ト
教
」「
福
音
の
非
宗
教
的
解
釈
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
、
ポ
ス
ト
・
バ
ル
ト
時
代
を
迎
え
た
ア
メ
リ
カ
の
想
像
力
を
大
い
に
掻
き
立
て
ま
し
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
加
担
や
教
会
の
戦
争
責
任

に
苦
悩
す
る
ド
イ
ツ
や
日
本
と
は
事
情
が
ま
っ
た
く
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
も
っ
ぱ
ら
世
俗
化
の
議
論
に
集
中
し
ま
し
た
。
二
つ
の
世

界
大
戦
の
狭
間
に
あ
た
る
一
九
二
〇
年
代
か
ら
終
戦
に
い
た
る
ま
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
主
導
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
は
、

神
の
超
越
性
に
強
調
点
を
お
く
新
正
統
主
義
の
神
学
で
し
た
。
そ
の
影
響
力
は
戦
後
に
お
い
て
も
持
続
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
一
九

六
〇
年
代
中
葉
に
も
な
る
と
、
こ
の
一
元
的
統
御
に
た
い
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
や
反
発
の
声
が
高
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
が
、
超
越
に
た
い
し
て
内
在
、
彼
岸
に
た
い
し
て
〈
こ
の
世
性
〉
を
強
調
す
る
潮
流
で
す
。
バ
ル
ト
を
始
め
と
す
る
新
正
統

主
義
は
、
そ
の
よ
う
な
潮
流
に
見
ら
れ
る
楽
観
的
な
人
間
観
や
歴
史
観
、
神
論
や
キ
リ
ス
ト
論
を
批
判
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
社
会
倫
理
に

お
い
て
も
、
政
治
領
域
を
含
め
て
人
間
に
可
能
な
こ
と
と
そ
う
で
な
い
こ
と
を
慎
重
に
区
別
す
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
し
か
し
戦
後
の

新
し
い
世
代
は
、
戦
前
・
戦
中
派
ほ
ど
懐
疑
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
世
代
の
「
実
存
的
悲
観
主
義
」
に
激
し
く
反
発
し
、
政
治
・
社
会

的
に
も
積
極
的
な
姿
勢
を
取
っ
た
と
言
い
ま
す）27
（

。

そ
し
て
六
〇
年
代
に
は
、
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
飽
き
足
ら
な
い
若
手
を
中
心
と
し
て
、「
良
く
言
え
ば
百
花
繚
乱
、
悪
く
言
え

ば
無
政
府
的
混
沌
」）28
（

が
神
学
界
に
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
〈
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
〉（
神
の
死
の
神
学
）
や
〈
世
俗
化
の
神
学
〉
が

揺
籃
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
新
正
統
主
義
の
な
か
で
し
た
。
こ
う
し
た
新
し
い
内
在
志
向
の
神
学
者
た
ち
が
、
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
バ
ル
ト
の
考
え
方
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
告
白
教
会
の
急
進

派
と
し
て
活
動
し
、
後
に
は
政
治
的
抵
抗
に
加
わ
っ
た
こ
の
ド
イ
ツ
人
の
牧
師
で
あ
り
神
学
者
を
抜
き
に
し
て
は
、
世
俗
化
の
神
学
を
語
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り
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
世
俗
化
の
神
学
の
文
脈
に
お
け
る
後
期
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
第
三

章
で
さ
ら
に
詳
し
く
取
り
上
げ
ま
す
。

他
方
ド
イ
ツ
で
は
、
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
定
式
化
し
た
表
現
を
利
用
す
る
と
い
う
一
種
の
流

行
は
過
ぎ
去
っ
て
い
ま
し
た
。
六
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
福
音
主
義
者

ハ
ン
フ
リ
ー
ト
・
ミ
ュ
ラ
ー
（H

anfried M
üller, 1925-2009

）
に
よ
る
博
士
論
文
『
教
会
か
ら
世
界
へ
』（
一
九
五
六
年
に
学
位
取
得
、

一
九
六
一
年
に
出
版
））29
（

で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
に
歪
曲
し
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
解
釈
」）30
（

ゆ
え
に
、『
服

従
』
や
『
共
に
生
き
る
生
活
』
に
代
表
さ
れ
る
敬
虔
な
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
（
第
二
期
）
と
教
会
闘
争
期
を
過
小
評
価
し
た
こ
と
、
ま
た
伝

記
上
の
第
四
期
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
後
の
フ
ァ
イ
ル
の
研
究
や
ベ
ー
ト
ゲ
の
伝
記
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
ミ
ュ
ラ
ー
の
研
究
以
来
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
時
期
区
分
と
思
想
の
一
貫
性
、
連
続
・
非
連
続
を
め
ぐ
る
議
論
が
起
こ

り
、
こ
の
問
題
は
現
在
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
に
お
い
て
も
六
〇
年
代
に
本
格
的
な
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
が
始
ま
り
、
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
ブ
ー
ム
に

も
な
り
ま
し
た
。
精
力
的
に
翻
訳
が
進
め
ら
れ
、『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
選
集
』
全
九
巻
が
一
九
六
三
年
か
ら
六
八
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
、

ま
た
ベ
ー
ト
ゲ
に
よ
る
伝
記
（D

ietrich Bonhoe�er: �
eologe - Christ - Zeitgenosse; Eine Biographie, 1967

）
よ
り
三
年
は
や
く
森

平
太
の
『
服
従
と
抵
抗
へ
の
道
』（
一
九
六
四
年
）
が
出
版
さ
れ
、
い
ち
早
く
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
生
涯
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
七
〇
年

代
に
は
ベ
ー
ト
ゲ
に
よ
る
伝
記
の
邦
訳
『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
伝
』
全
四
巻
（
一
九
七
三
年
）
も
出
版
さ
れ
、
そ
の
勢
い
は
い
っ
と
き
英
語

圏
を
し
の
ぐ
ほ
ど
で
し
た
。

し
か
し
栗
林
輝
夫
も
述
べ
る
よ
う
に
、
戦
勝
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
は
事
情
が
異
な
り
、
日
本
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
注
目
さ
れ
た
の

は
何
よ
り
ま
ず
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抵
抗
し
た
キ
リ
ス
ト
の
証
人
と
し
て
の
側
面
で
し
た）31
（

。
確
か
に
、
日
本
に
お
い
て
は
ホ
ー
リ
ネ
ス
教

32
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はじめに

会
の
よ
う
に
大
規
模
な
弾
圧
を
受
け
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
抵
抗
ら
し
い
抵
抗
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
反
省
が
、〈
殉
教
者
〉）32
（

と
し

て
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
目
を
向
け
さ
せ
た
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
今
日
で
も
教
会
的
抵
抗
を
行
っ
た
第
二
期
の
作
品
は
と
り
わ
け
多

く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
と
く
に
若
い
世
代
に
衝
撃
を
与
え
た
の
は
『
獄
中
書
簡
集
』
で
、
若
手
の
牧
師
や
学
生
た
ち
が
競
う

よ
う
に
し
て
読
ん
だ
そ
う
で
す
。
た
と
え
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
バ
ル
ト
を
〈
啓
示
実
証
主
義
〉
と
批
判
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も

（D
BW

 8, 404
）、
お
お
む
ね
バ
ル
ト
の
延
長
上
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
日
本
の
進
歩
的
な
教
会
人
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
告
白
教
会

の
神
学
に
大
い
に
魅
了
さ
れ
た
と
言
い
ま
す）33
（

。

一
九
七
〇
年
代

七
〇
年
代
に
入
る
と
、
ド
イ
ツ
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
Ｅ
・
フ
ァ
イ
ル
が
博
士
論
文
『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
神
学
』（
一
九
七
〇
年

に
学
位
取
得
、
一
九
七
一
年
に
出
版
））34
（

を
著
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
〈
こ
の
世
〉
理
解
の
先
駆
者
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
フ
ァ
イ
ル
の

研
究
は
、
ベ
ー
ト
ゲ
が
自
著
『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
伝
』
と
姉
妹
関
係
に
あ
る
と
評
価
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
論
と
こ
の
世
理
解

に
関
し
て
緻
密
に
分
析
さ
れ
、
包
括
的
な
研
究
と
な
っ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
縮
小
・
改
訂
が
施
さ
れ
た
第
四
版
（
一
九
九
一

年
）
が
邦
訳
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
七
〇
年
代
に
は
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
学
問
領
域
に
お
け
る
細
分
化

と
専
門
化
に
拍
車
が
か
か
り
、
包
括
的
な
研
究
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
生
誕
七
〇
年
を
記
念

し
た
国
際
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
学
会
論
文
集
『
国
際
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
』（International Bonhoe�er Forum

）
が
刊
行
さ

れ
る
な
ど
、
研
究
会
・
国
際
会
議
な
ど
が
精
力
的
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
時
代
の
テ
ー
マ
と
並
行
し
て
、
個
人
の
関
心
か
ら
も
、

教
派
を
越
え
た
国
際
化
が
進
み
、
本
格
的
な
国
際
交
流
の
時
代
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
定
式
化
し
た
表
現
を
利
用
す
る
と
い
う
流
行
が
退
い
て
い
っ
た
の

33
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に
た
い
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
ま
で
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
過
ぎ
て
い
わ
ゆ
る

ミ
ー
イ
ズ
ム
の
時
代
が
来
る
と
、
世
俗
化
を
め
ぐ
る
神
学
議
論
は
急
速
に
勢
い
を
失
い
ま
す
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
そ
の
後
の
二
〇
年
あ

ま
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
た
い
す
る
関
心
は
一
部
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
の
ぞ
い
て
低
調
と
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
と
は
事
情
が
異
な
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
へ
の
関
心
が
世
俗
化
の
神
学
や
神
の
死
の
神
学
と
直
接
結
び
つ

い
て
い
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
と
り
わ
け
後
者
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
者
た
ち
は
激
し
く
批
判
さ
れ
、
失
職
す
る
者
さ
え
あ
っ
た
こ
と
に
も

一
因
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

一
九
八
〇
年
以
降

一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
は
、
専
門
化
と
細
分
化
が
頂
点
に
達
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
個
別
研
究
テ
ー
マ
を
一
定
の
テ
ー
マ
に
絞
り
込
む
共
同
研
究
と
い
う
新
し
い
形
態
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ

の
学
術
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
っ
た
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
足
し
ま
す
。
そ
れ
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
そ
の
も
の
の
研
究
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
彼
を
取
り
巻
く
時
代
や
周
辺
環
境
の
研
究
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
ド
イ
ツ
教
会
闘
争
・
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
・
反
ナ
チ
抵
抗
運
動

と
い
っ
た
個
別
テ
ー
マ
か
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
探
求
し
、
そ
の
な
か
で
位
置
づ
け
、
再
認
識
・
再
評
価
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
も
は
や
神
学
研
究
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
現
代
史
研
究
や
政
治
史
・
政
治
思
想
研
究
に
も
相
当
す
る
分
野
に
ま
で
拡
散
し

て
い
る
と
言
え
ま
す
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
の
文
献
量
も
対
象
領
域
も
、
す
で
に
個
人
に
よ
る
個
別
研
究
で
は
対
応

で
き
な
い
ほ
ど
、
専
門
化
・
細
分
化
が
進
ん
だ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う）35
（

。
こ
う
し
た
遠
心
的
な
研
究
と
並
行
し
て
、
新
版
の
全
集
『
ボ

ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
著
作
集
』（D

BW
 1986-1999

）
の
出
版
と
い
う
求
心
的
な
研
究
が
同
時
並
行
し
て
進
め
ら
れ
、
今
世
紀
を
迎
え
て
、
総

索
引
（
第
一
七
巻
）
と
別
冊
を
含
め
る
全
一
八
巻
（
約
九
千
頁
）
が
出
揃
い
ま
す）36
（

。
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はじめに

こ
う
し
て
戦
後
六
〇
年
あ
ま
り
の
間
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
『
倫
理
』
や
『
獄
中
書
簡
集
』
が
古
典
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
界
に
大

き
な
刺
激
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
例
を
、
栗
林
輝
夫
の
記
述
に
従
っ
て
示
し
て
お
き
ま
し
ょ
う）37
（

。〈
下
か
ら
の
〉
キ
リ
ス

ト
論
や
〈
十
字
架
の
神
学
〉
は
、
ド
イ
ツ
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
（Jürgen M

oltm
ann 1926- 

）
ら

が
発
展
さ
せ
、〈
こ
の
世
性
〉
は
ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
キ
リ
ス
ト
者
に
深
い
感
銘
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
獄
中

で
出
会
っ
た
〈
善
意
の
人
び
と
〉
は
〈
無
意
識
の
キ
リ
ス
ト
教
〉
の
概
念
と
な
り
、
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー

（K
arl Rahner 1904-84

）
の
〈
匿
名
的
キ
リ
ス
ト
教
〉
の
基
礎
と
も
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
ま
た
解
放
の
神
学
の
担
い
手
た
ち
も
抑
圧

や
差
別
に
抗
す
る
な
か
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
世
と
教
会
の
二
元
主
義
を
批
判
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
暴
力
・
非
暴
力
の
枠
組
み
を
越
え

て
、
専
制
政
治
へ
の
抵
抗
を
義
務
と
し
た
こ
と
に
大
い
に
共
感
し
ま
し
た
。

最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、
多
様
な
新
し
い
角
度
か
ら
の
研
究
が
現
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
の
関
連
で
は
、
エ
ー

バ
ー
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
（Eberhard Jüngel 1934- 

）
や
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ー
バ
ー
（W

olfgang H
uber 1942- 

）
ら
が
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
近
代
主
義
批
判
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
神
学
と
社
会
学
の
連
携
に
つ
い
て
は
解
放
の
神
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
グ
ス
タ

ボ
・
グ
テ
ィ
エ
レ
ス
（G

ustavo G
utièrrez 1928- 

）
や
ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
デ
・
グ
ル
ー
チ
ー
（John W

. de G
ruchy 1939-

）、
政
治
理
論

に
つ
い
て
は
ラ
リ
ー
・
Ｌ
・
ラ
ス
ム
ッ
セ
ン
（Larry L. Rasm

ussen 1939- 

）、
哲
学
的
神
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
ロ
バ
ー
ト
・
Ｐ
・

シ
ャ
ー
ル
マ
ン
（Robert P. Scharlem

ann 1929-2013

）
が
再
評
価
を
進
め
ま
し
た）38
（

。
さ
ら
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
初
期
と
後
期
の

連
続
性
を
認
め
て
教
会
的
な
文
脈
か
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
像
の
再
構
築
を
試
み
る
動
き
も
活
発
で
す
。〈
史
的
〉
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
求

め
て
遺
稿
の
整
理
や
テ
キ
ス
ト
の
綿
密
な
解
読
も
進
み
、
新
刊
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
全
集
が
ド
イ
ツ
で
発
刊
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
ア

メ
リ
カ
で
も
研
究
が
再
燃
し
ま
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
Ｔ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（John A

. T. Robinson 1919-1983

）
は
、
そ
の
著
『
神
へ

の
誠
実
』（H

onest to G
ot, 1963

）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
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「
教
会
は
い
ま
だ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
親
衛
隊
に
よ
っ
て
絞
首
刑
に
さ
れ
る
前
に
、
か
れ
が
そ
の
最
後
の
意
志
と

し
、
ま
た
遺
言
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
た
も
の
を
、
受
け
と
る
用
意
が
で
き
て
い
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
そ
れ
が
正
し
く
理
解

さ
れ
る
に
は
、
こ
れ
か
ら
百
年
も
た
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」）

39
（

。

確
か
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
は
完
結
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
理
解
は
難
解
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。〈
成
人
し
た
世

界
〉
や
〈
無
宗
教
的
キ
リ
ス
ト
教
〉
と
い
っ
た
概
念
も
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す）40
（

。

ま
た
二
〇
〇
六
年
二
月
に
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
生
ま
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ウ
ロ
ツ
ワ
フ
（
旧
ブ
レ
ス
ラ
ウ
）
で
生
誕
百
周
年
を
記

念
す
る
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
と
の
癒
し
が
た
い
亀
裂
に
和
解
の
貢
献
を
し
た
の
が
、
ソ
連
か
ら

離
脱
し
た
一
九
九
〇
年
以
降
に
知
ら
れ
始
め
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
神
学
と
そ
の
行
動
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た）41
（

。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
面
に
お
い
て
も
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
受
容
さ
れ
て

き
た
と
い
う
事
実
が
伺
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
東
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
研
究
者
を
招
い
て
初
の
「
東
ア
ジ
ア
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
学
会
」

が
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
翌
年
、
そ
の
成
果
と
報
告
が
『
東
ア
ジ
ア
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
読
む
』）42
（

と

し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

今
日
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
は
こ
う
し
た
活
発
な
国
際
交
流
を
行
い
つ
つ
、
遠
心
的
な
研
究
と
求
心
的
な
研
究
の
双
方
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
そ
の
人
物
と
思
想
の
全
体
像
を
把
握
す
る
と
い
う
壮
大
な
目
標
に
向
か
っ
て
歩
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
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はじめに

﹇
注
﹈

（
1
） 
筆
者
が
非
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
出
会
い
、
ど
の
よ
う
な
点
に
惹
か
れ
て
研
究
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
か

は
、
下
記
に
詳
し
く
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
出
会
っ
て
」『
福
音
と
世
界
』第
七
〇
巻
十
号（
二
〇
一
五
年
十
月
号
）〈
特
集

＝
戦
後
七
〇
年
の
教
会
と
神
学
４　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
没
後
七
〇
年
〉、
新
教
出
版
社
。

（
2
） 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
生
涯
に
関
し
て
は
、
と
く
に
Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ
に
よ
る
次
の
二
つ
の
伝
記
を
参
照
し
た
。E. Bethge, D

ietrich Bonhoe�er: 
�

eologe – Christ – Zeitgenosse Eine Biographie, 7. aktualisierte Au�age, G
ütersloher: G

ütersloher Verlagshaus, 2001.

（
以
下D

B

と

略
号
で
示
す
。）E. Bethge / Renate Bethge, D

ietrich Bonhoe�er, 19. Au�age, Reinbek bei H
am

burg: Row
ohlt Taschenbuch Verlag, 

1976.

（
3
） 

Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ
著『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
伝
』第
一
部
は「
神
学
の
魅
力
」（Zauber der �

eologie

）と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る（D

B, 
22-209

）。

（
4
） 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の「
神
学
者
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
へ
の
転
回
」に
つ
い
て
は
下
記
参
照
。D

B, 246-250.

（
5
） 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
世
界
教
会
運
動
へ
の
参
与
は
、
世
界
教
会
の
組
織
で
あ
り
、
自
由
主
義
的
色
彩
を
持
ち
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
神
学
が
支
配
的
な〈
世
界
連
盟
〉か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
こ
か
ら
彼
は
、
現
代
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
の
先
駆
的
潮
流
の
ひ
と
つ

で
あ
る「〈
生
活
と
実
践
〉世
界
会
議
」に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
世
界
連
盟
に
存
在
す
る
方
向
性
を
喜
ん
で
認
め

る
こ
と
に
は
困
難
を
感
じ
て
い
た
が
、
こ
の
連
盟
が
自
分
た
ち
の
課
題
と
共
に
平
和
運
動
と
い
っ
た
、
明
ら
か
に
義
務
と
す
べ
き
も
の
を
担
っ
て

い
る
こ
と
が
、
彼
を
引
き
つ
け
た
。
当
時
ド
イ
ツ
国
内
に
起
こ
っ
て
き
た
平
和
を
排
斥
す
る
新
し
い
動
き
が
、
な
お
さ
ら
平
和
問
題
へ
と
関
心
を

向
け
さ
せ
た
の
で
あ
る（D

B, 232�.

）。
一
九
三
一
年
九
月
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
世
界
連
盟
の
青
年
部
書
記
の
ひ
と
り
と
な
り
、
世
界
教
会
運

動
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
か
ら
世
界
各
国
の
教
会
と
の
太
い
パ
イ
プ
が
で
き
、
こ
こ
で
築
か
れ
た
人
脈
が
、
後
に
反
ナ
チ

抵
抗
運
動
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

（
6
） 

Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
伝
』第
二
部
は「
キ
リ
ス
ト
者
た
る
の
価
」（Kosten des C

hristen

）と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る

（D
B, 211-762

）。
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（
7
） 

一
九
三
三
―
四
五
年
の
ナ
チ
ズ
ム
に
た
い
す
る
ド
イ
ツ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
闘
い
。
人
種
・
民
族
・
国
家
に
神
の
秩
序
を
見
て
ド
イ
ツ
民
族

の
血
の
純
粋
性
を
謳
う〈
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
〉の
支
持
下
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
全
体
を
国
家
体
制
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
ナ
チ
ズ
ム
に

抗
し
て
、
Ｍ
・
ニ
ー
メ
ラ
ー
指
導
に
よ
る「
牧
師
緊
急
同
盟
」が
結
成（
一
九
三
三
年
九
月
）さ
れ
、
翌
年
に
は
Ｋ
・
バ
ル
ト
の
草
案
に
基
づ
く「
バ

ル
メ
ン
宣
言
」を
も
っ
て「
告
白
教
会
」の
誕
生
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
、
第
４
回
告
白
会
議（
一
九
三
六
年
二
月
）に
は
す
で
に
内
部
分
裂
が
起
こ

り
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
バ
ル
ト
は
ド
イ
ツ
追
放
と
な
り（
一
九
三
五
年
）、
ニ
ー
メ
ラ
ー
も
逮
捕
さ
れ（
一
九
三
七
年
）、
多
数
の
牧
師
の
逮
捕
・

集
会
禁
止
・
出
版
物
押
収
な
ど
の
圧
制
に
よ
っ
て
困
難
な
闘
い
を
強
い
ら
れ
た
。
殉
死
し
た
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
第
三
帝
国
の
最
後
の
三
年
間
に

処
刑
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

一
九
三
四
年
五
月
二
九
―
三
一
日
に
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
バ
ル
メ
ン
に
お
け
る
第
一
回
信
仰
告
白
会
議
で
、
ル
タ
ー
派
・
合
同
派
・
改
革
派
の

代
表
者
全
会
一
致
に
よ
り
採
択
さ
れ
た「
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
の
今
日
の
状
況
に
た
い
す
る
神
学
的
宣
言
」。
Ｋ
・
バ
ル
ト
の
草
案
に
基
づ
く
六

項
の
テ
ー
ゼ
は
各
々
聖
書
引
用
・
告
白（
肯
定
）命
題
・
棄
却（
否
定
）命
題
と
い
う
構
成
を
と
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み
が
神
の
唯
一
の
啓

示（
自
然
神
学
と
の
対
決
）で
あ
り（
一
項
）、
生
の
全
領
域
を
支
配
す
る
主
で
あ
り（
二
項
）、
自
ら
が
教
会
と
国
家
を
包
括
す
る
神
の
国
で
あ
る

（
教
会
の
政
治
的
責
任
）。
教
会
は
そ
の
使
信
も
秩
序
も
こ
の
主
に
の
み
拘
束
さ
れ
て
お
り（
三
項
）、
そ
の
職
務
は
位
階
的「
支
配
」で
は
な
く「
奉

仕
」に
よ
る
も
の
で
あ
り（
四
項
）、
人
間
の
側
の
願
望
で
は
な
く「
神
の
自
由
な
る
恵
み
の
使
信
」を
す
べ
て
の
人
に
伝
え
る
と
い
う
委
託
を
受
け

て
い
る（
六
項
）。
棄
却
命
題
は
、
直
接
的
に
は
ナ
チ
ズ
ム
の
全
体
主
義
的
世
界
観
と
そ
の
教
会
統
合
政
策
お
よ
び
こ
れ
に
迎
合
す
る「
ド
イ
ツ
的

キ
リ
ス
ト
者
」（
旧
約
の
破
棄
、
新
約
の「
非
ユ
ダ
ヤ
化
」を
主
張
）に
向
け
ら
れ
た（
天
野
有「
バ
ル
メ
ン
宣
言
」『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』、
二
〇

〇
二
年
、
九
〇
三
頁
）。
バ
ル
メ
ン
宣
言
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
が
詳
し
い
。
雨
宮
栄
一『
バ
ル
メ
ン
宣
言
研
究
―
ド
イ
ツ
教
会
闘
争
史
序
説
』、

日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
五
年
。
宮
田
光
雄「
バ
ル
メ
ン
宣
言
の
現
代
的
意
義
」『
ド
イ
ツ
教
会
闘
争
の
研
究
』宮
田
光
雄
編
、
創
文
社
、

一
九
八
六
年
、
三
―
六
一
頁
。
同
前『
十
字
架
と
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ
イ
ツ
』第
二
章
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
九
―
一
九
六
頁
。
朝
岡

勝『
増
補
改
訂「
バ
ル
メ
ン
宣
言
」を
読
む
―
告
白
に
生
き
る
信
仰
』、
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
二
〇
一
八
年
。

（
9
） 

ラ
ジ
オ
講
演「
若
い
世
代
に
お
け
る
指
導
者
概
念
の
変
遷
」に
お
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
指
導
者
原
理
を
批
判
し
て
い
る
。
こ

の
ラ
ジ
オ
講
演
は
、
ラ
ジ
オ
局
編
集
者
に
よ
っ
て
内
容
を
厳
し
く
検
閲
さ
れ
、
改
変
・
削
除
さ
れ
た
た
め
、
聴
き
手
に
正
し
く
理
解
さ
れ
る
こ
と

は
も
は
や
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
が
残
っ
て
お
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
全
集
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。（D

BW
 12, 242�.

）
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はじめに

こ
の
ラ
ジ
オ
講
演
に
つ
い
て
の
分
析
は
鈴
木
正
三
に
よ
る
次
の
研
究
が
詳
し
い
。『
キ
リ
ス
ト
の
現
実
に
生
き
て　

ナ
チ
ズ
ム
と
戦
い
抜
い
た
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
神
学
の
全
体
像
』、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
七
一
頁
以
下
。「
一
九
三
三
年
二
月
二
六
日『
十
字
架
新
聞
』の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

の
ラ
ジ
オ
講
演
と
そ
の
前
後
」『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
』第
二
四
号
、
日
本
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
九
―
二
七
頁
。

（
10
） 
一
九
三
三
年
四
月
、
ユ
ダ
ヤ
人
商
店
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
続
い
て
い
っ
さ
い
の
公
職
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
を
追
放
す
る
国
家
公
務
員
再
建
法
が
公
布
さ
れ
る

と
、
た
だ
ち
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
直
面
す
る
教
会
」と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
し
た（D

BW
 12, 349-

358

）。

（
11
） 

一
九
三
四
年
の
バ
ル
メ
ン
宣
言
は「
わ
れ
わ
れ
は
政
治
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」と
い
う
保
証
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が（Bethge, op. 

cit., 1976, 69

）、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
一
九
三
四
年
九
月
十
一
日
付
け
Ｅ
・
ズ
ッ
ツ
宛
書
簡
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
国
家
の
行
為

に
た
い
す
る
神
学
的
に
根
拠
づ
け
た
自
制
の
態
度
は
、
も
う
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

―
そ
れ
は
ま
っ
た
く
、
そ
も
そ
も
不
安
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
。『
も
の
を
言
え
な
い
人
の
た
め
に
口
を
開
け
』（
箴
言
三
一
章
八
節
）
― 

こ
れ
が
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
聖
書
が
要
請
し
て

い
る
最
低
限
の
こ
と
で
あ
る
と
、
今
日
な
お
い
っ
た
い
教
会
の
誰
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
国
防
問
題
、
戦
争
問
題
等
々
」（D

BW
 12, 

204f.

）。
ベ
ー
ト
ゲ
も
言
う
よ
う
に
、
告
白
教
会
は〈
国
内
亡
命
〉の
場
と
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る（Bethge, op. cit., 70

）。

（
12
） 

一
九
三
三
年
の
夏
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
障
害
者
福
祉
施
設
べ
テ
ル
で「
べ
テ
ル
信
仰
告
白
」の
草
稿
に
取
り
組
ん
だ
。
ユ
ダ
ヤ
商
店
ボ
イ
コ
ッ
ト

（
一
九
三
三
年
四
月
一
日
）、
ア
ー
リ
ア
条
項（
四
月
七
日
）、
遺
伝
病
の
子
孫
を
予
防
す
る
た
め
の
法
律（
七
月
一
四
日
。
い
わ
ゆ
る「
断
種
法
」と

し
て
翌
年
一
月
か
ら
施
行
）、
と
立
て
続
け
に
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
た
い
す
る
弾
圧
や
障
害
者
の
排
除
と
い
う
問
題
に
直
面
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

の
立
場
は
一
層
明
確
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
べ
テ
ル
信
仰
告
白
は
、
翌
年
一
九
三
四
年
五
月
に
制
定
さ
れ
た
バ
ル
ト
の
草
案
に
基
づ
く「
バ
ル

メ
ン
宣
言
」に
比
べ
る
と
、
難
解
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
ま
た
、
後
者
が
戦
後
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会
の
信
仰
告
白
文
と
な
っ
た
の
に
た
い

し
て
、
前
者
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
神
学
と
の
関
連
以
外
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
両
者
に
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
重
要
な
相
違
点
も
あ
っ
た
。
鈴
木
正
三
の
分
析
に
従
っ
て
言
う
と
、
ま
ず
ベ
テ
ル
信
仰
告
白
で
は
そ
の
最
初
に
、「
旧
約
と
新
約
か
ら
な

る
聖
書
は
、
教
会
の
唯
一
の
源
で
あ
り
、
基
準
で
あ
る
」（D

BW
 12, 362�.

）と
明
記
さ
れ
、
第
一
項
目「
聖
書
に
つ
い
て
」に
お
い
て
は
、
旧
約

聖
書
を
排
除
し
よ
う
と
す
る〈
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
〉の
運
動
の
理
論
に
た
い
し
て
反
論
し
て
い
る
。〈
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
〉は
、
教
会
を
そ

の
基
礎
か
ら
新
約
聖
書
の
み
の
教
会
か
、
も
し
く
は
、
新
約
と
、
旧
約
に
代
え
て
ド
イ
ツ
古
代
の
異
教
的
文
書
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
な
ぜ
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な
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
経
典
で
も
あ
る
旧
約
聖
書
を
聖
典
と
す
る
団
体
を
ナ
チ
ス
が
許
す
わ
け
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
第
五
命
題
に

お
い
て
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
旧
約
聖
書
を
、
否
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
他
の
民
族
の
異
教
的
古
代
の
非
キ
リ
ス
ト
教
的
文
書
に
置
き
換
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
聖
書
の
統
一
性
を
破
壊
す
る
い
つ
わ
り
の
教
え
を
拒
否
す
る
」（D

BW
 12, 367

）と
反
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
草
稿
が
す
で
に

一
九
三
三
年
八
月
の
段
階
で
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
そ
の
一
年
後
の
一
九
三
四
年
に
制
定
さ
れ
た
バ
ル
メ
ン
宣

言
に
は
、
旧
約
聖
書
と
い
う
言
葉
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
ず
、
旧
約
聖
書
か
ら
の
引
用
も
、
迫
害
が
増
し
加
わ
り
つ
つ
あ
る〈
兄
弟
〉ユ
ダ
ヤ
人

に
た
い
す
る
何
の
言
葉
も
な
い
。
一
九
六
七
年
に
な
っ
て
バ
ル
ト
は
そ
の
こ
と
を
想
起
し
、〈
罪
責
〉を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
ベ
ー
ト
ゲ
へ
の
手
紙

の
な
か
で
書
い
て
い
る
。
ま
た
べ
テ
ル
信
仰
告
白
の
第
一
一
、
一
三
命
題
に
お
い
て
は
、
優
生
人
種
繁
殖
と
養
殖
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
装
い
、
断

種
が
善
で
、
そ
の
逆
が
罪
で
あ
る
と
い
う
ナ
チ
ス
の
宣
伝
を
、
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
し
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
一
九
三
三
年
の

段
階
で
す
で
に
旧
約
聖
書
と
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
で
は
な
く
、
障
害
者
排
除
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
て
草
稿
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
詳

し
く
は
次
を
参
照
。
鈴
木
、
前
掲
書
、
四
八
―
五
〇
頁
。

（
13
） 

Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
伝
』第
三
部
は「
ド
イ
ツ
の
運
命
へ
の
参
与
」（Teilhabe an D

eutschlands G
eschick

）と
い
う
タ
イ
ト
ル
が

付
け
ら
れ
て
い
る（D

B, 763-1044

）。

（
14
） 

邦
訳
の
タ
イ
ト
ル
は『
現
代
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
』と
な
っ
て
い
る
が
、『
倫
理
』と
略
称
す
る
。
こ
の
著
は
、
草
稿
の
大
半
を
一
九
四
〇
年
代
前
半
に

著
さ
れ
た
と
さ
れ
る
未
完
の
著
で
あ
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
一
九
四
三
年
四
月
五
日
に
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
・
ベ
ー

ト
ゲ
を
中
心
に
断
片
が
編
集
さ
れ
、
一
九
四
九
年
に
出
版
さ
れ
た
。
一
九
六
二
年
に
再
編
成
、
そ
の
後
に
詳
細
な
執
筆
事
情
の
研
究
に
よ
っ
て
再

再
構
成
さ
れ
、
新
し
い
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
全
集
の
第
六
巻
と
し
て
一
九
九
二
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 

ゲ
シ
ュ
タ
ポ
は
と
く
に
国
防
軍
情
報
部
長
官
カ
ナ
ー
リ
ス
の
特
別
法
律
顧
問
で
あ
っ
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
義
兄
ド
ー
ナ
ニ
ー
に
以
前
か
ら
深
い

疑
い
を
抱
い
て
い
た
。
そ
こ
に
チ
ェ
コ
の
首
都
プ
ラ
ハ
の
ド
イ
ツ
領
事
館
で
起
こ
っ
た
外
為
法
違
反
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
ド
ー
ナ
ニ
ー
や
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
な
ど
が
関
わ
っ
た
国
防
軍
情
報
部
の
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
ス
イ
ス
に
脱
出
さ
せ
る
た
め
の
偽
装
工
作（
七
号
作
戦
）が
浮
上
し
、
逮
捕
と

な
っ
た
。

（
16
） 

こ
の
用
語
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が『
宗
教
哲
学
』の
第
三
部「
絶
対
宗
教
」の
な
か
で
言
及
し
た「
教
会（
教
団
）と
し
て
現
存
す
る
神
」（G

ott als 
G

em
einde existierend

）（G
. W

. F. H
egel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil 3: D

ie absolute Religion, hrsg. von G
eorg 
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はじめに

Lasson, Philosophische Bibliothek; 63, Leipzig: M
einer, 1966 <1929>, 198

）と
い
う
考
え
に
変
更
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

教
会（
教
団
）に
お
け
る
絶
対
精
神
と
し
て
の
聖
霊
の
宿
り
を
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
論
的
に
方
向
転
換

し
た
の
で
あ
る（Bethge, op. cit., 111

）。

（
17
） 
鈴
木
、
前
掲
書
、
六
頁
。

（
18
） 

同
前
。

（
19
） 『
獄
中
書
簡
集
』の
原
著
の
題
名
は『
抵
抗
と
信
従
』（W

iderstand und Ergebung

）で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
慣
例
に
従
っ
て
、
以
後『
獄
中

書
簡
集
』と
記
す
。

（
20
） 

ド
イ
ツ
の
テ
レ
ビ
局
Ｚ
Ｄ
Ｆ
の
番
組『
偉
大
な
ド
イ
ツ
人
』に
お
い
て
行
わ
れ
た
三
三
〇
万
票
を
超
え
る
視
聴
者
投
票
の
最
終
結
果（
二
〇
〇
三
年

一
一
月
二
八
日
）に
よ
る
と
、
発
表
さ
れ
た
上
位
二
〇
〇
名
の
う
ち
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
第
三
四
位
で
あ
っ
た
。
参
考
ま
で
に
付
け
加
え
る
と
、

ド
イ
ツ
史
を
通
じ
て
最
も
偉
大
な
ド
イ
ツ
人
と
し
て
一
位
を
獲
得
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国（
旧
西
ド
イ
ツ
）初
代
首
相
コ
ン
ラ
ー
ト
・

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー（
七
七
万
八
九
八
四
票
）で
あ
る
。
そ
の
後
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
と
続
き
、
第
四
位
に
は
、
わ
が
国

で
も
有
名
な
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
反
ナ
チ
学
生
グ
ル
ー
プ「
白
バ
ラ
」の
シ
ョ
ル
兄
妹
が
選
ば
れ
て
い
る
。
今
日
な
お
多
く
の
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
反

ナ
チ
抵
抗
者
た
ち
の
存
在
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

（
21
） 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
史
に
つ
い
て
は
と
く
に
下
記
参
照
。
山
﨑
和
明『
Ｄ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
政
治
思
想　

抵
抗
と
再
建

の
論
理
と
倫
理
』、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
―
四
二
頁
。

（
22
） 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
史
に
つ
い
て
は
と
く
に
下
記
参
照
。
栗
林
輝
夫『
現
代
神
学
の
最
前
線（
フ
ロ
ン
ト
）―「
バ
ル
ト
以

後
」の
半
世
紀
を
読
む
』「
第
２
講 

世
俗
化
の
神
学
と『
宗
教
な
き
時
代
』の
キ
リ
ス
ト
教
―
ア
メ
リ
カ
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
誤
読
し
た
の
か
」、

新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
七
―
四
二
頁
。

（
23
） 

原
題
が N

achfolge

で
あ
る
た
め
、
邦
訳
で
は『
キ
リ
ス
ト
に
従
う
』と
な
っ
て
い
る
が
、『
服
従
』と
略
称
す
る
。

（
24
） 

そ
れ
以
外
の
論
文
等
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
下
記
文
献
に
記
載
の
文
献
表
を
参
照
。Bethge, op. cit., 140�. 

（
25
） Bethge, op. cit., 8.

（
26
） Ibid., 7.
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（
27
） 

栗
林
、
前
掲
書
、
二
八
頁
。

（
28
） 

同
前
。

（
29
） H

anfried M
üller: Von der Kirche zu W

elt. Ein Beitrag zu der Beziehung des W
ortes G

ottes auf die societas in D
ietrich Bonhoe�ers 

theologischer Entw
icklung, 1. Au�age Leipzig / H

am
burg 1961, 2. Au�age Leipzig 1966.

（
30
） 
山
﨑
、
前
掲
書
、
二
九
頁
。

（
31
） 
栗
林
、
前
掲
書
、
三
一
頁
。

（
32
） 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を〈
殉
教
者
〉と
呼
ぶ
こ
と
が
果
た
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
確
か
に
、
後
か
ら
見
る
と
彼
は

殉
死
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
人
自
身
が
殉
死
し
よ
う
と
思
っ
て
そ
う
な
っ
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
彼
は
聖
人
に
な
り
た

い
と
も
一
度
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
た
ん
な
る〈
政
治
的
犠
牲
者
〉と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
意

見
も
あ
る
。

（
33
） 

栗
林
、
前
掲
書
、
三
一
頁
。

（
34
） D

ie �
eologie D

ietrich Bonhoe�ers: H
erm

eneutik - Christologie - W
eltverständnis, 1. Au�. 1977, 5. erw. Au�age 2006.

（
35
） 

山
﨑
、
前
掲
書
、
三
二
頁
。

（
36
） 

こ
の
全
集
に
は
、
こ
れ
ま
で
散
逸
し
て
い
た
未
整
理
の
資
料
と
未
刊
行
の
文
献
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
徹
底
し
た
文
献
批
評
と
校
訂
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
原
典
批
評
と
時
代
考
証
に
基
づ
い
て
付
さ
れ
た
脚
注
や
行
き
届
い
た
巻
末
資
料
は
大
き
な
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
37
） 

栗
林
、
前
掲
書
、
四
〇
―
四
一
頁
。

（
38
） 

こ
れ
ら
の
研
究
者
に
よ
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
関
す
る
著
作
は
、
以
下
の「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
国
際
文
献
目
録
」（Internationale Bonhoe�er-

Bibliographie

）で
オ
ン
ラ
イ
ン
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　

https://w
w

w.dietrich-bonhoe�er.net/bibliogra�e/ （
最
終
閲
覧
日　

二
〇
二

〇
年
二
月
一
四
日
）

（
39
） 

Ｊ
・
Ａ
・
Ｔ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン『
神
へ
の
誠
実
』小
田
垣
雅
也 

訳
、
日
本
基
督
教
団
出
版
部
、
一
九
六
四
年
、
三
一
頁
。

（
40
） 

栗
林
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

（
41
） 

鈴
木
正
三
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
始
め
ら
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ド
イ
ツ
の
和
解
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
や「
ク
ラ
イ
ザ
ウ
・
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はじめに

サ
ー
ク
ル
」と
呼
ば
れ
る
モ
ル
ト
ケ（H

elm
uth Jam

es von M
oltke 1907-1945

）を
中
心
と
す
る
抵
抗
運
動
の
流
れ
を
通
し
て
可
能
に
な
っ
て
き

た
と
言
う（
鈴
木
正
三「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
は
誰
か 

― 

生
誕
百
周
年
記
念
に
当
り
」福
音
と
世
界 

第
六
一
巻
六
号
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
六

年
六
月
、
一
二
―
一
六
頁
）。

（
42
） 
詳
し
く
は
下
記
参
照
。
日
本
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
会
編『
東
ア
ジ
ア
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
読
む　

東
ア
ジ
ア
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
学
会
二
〇

一
三
』〈
新
教
コ
イ
ノ
ー
ニ
ア
二
九
〉、
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
。
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序 

章
本
書
の
目
的
・
方
法
・
構
成

本
書
の
主
た
る
目
的
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
を
一
時
代
精
神
の
先
駆
者
と
い
う
先
入
観
か
ら
も
、
ま
た
教
義
学
的
な
枠
か
ら
も

解
き
放
ち
、
人
間
学
的
な
視
点
か
ら
再
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
彼
の
人
間
学
の
特
質
を
取
り
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
倫
理
学
的
・

他
者
論
的
関
心
か
ら
、
そ
の
人
間
学
が
持
つ
今
日
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

今
日
に
い
た
る
ま
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
を
人
間
学
的
視
点
か
ら
論
じ
た
研
究
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
お

い
て
も
同
様
で
、
と
り
わ
け
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
初
期
と
後
期
の
連
続
性
を
認
め
て
の
教
会
的
文
脈
か
ら
の
研
究
や
、
政
治
思
想
に
焦
点

を
あ
て
た
探
求
は
進
ん
で
い
ま
す
が
、
人
間
学
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
の
状
態
と
言
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に

詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
す
で
に
牧
師
補
時
代
に
説
教
の
な
か
で
「
私
は
何
も
の
か
」
と
い
う
問
い
を
発
し
、
晩
期

に
い
た
っ
て
は
テ
ー
ゲ
ル
の
独
房
で
ふ
た
た
び
こ
の
問
い
に
捉
え
ら
れ
、『
私
は
何
も
の
か
』（D

BW
 8, 513f.

）
と
い
う
有
名
な
詩
を
著

し
、
ま
た
ベ
ー
ト
ゲ
宛
獄
中
書
簡
の
な
か
で
「
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
、
た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
」
と
確
信
を
持
っ
て
語
っ
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
不
思
議
で
さ
え
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
を
問
う
と
い
う
人
間
学
的
問
い
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
そ
の

生
涯
を
通
し
て
く
り
返
し
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
け
っ
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で

す
。人

間
学
的
視
点
か
ら
の
研
究
が
稀
少
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
関
心
を
寄
せ
る
人
び
と
の
多
く
が
、
一
方
に
お
い
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て
は
、
世
俗
化
の
神
学
や
〈
こ
の
世
〉
理
解
の
先
駆
者
と
し
て
の
面
に
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
は
、
教
会
的
文
脈
か
ら
の
建
徳
的
な
面
に

注
目
を
寄
せ
た
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
前
者
の
関
心
か
ら
は
、
第
三
期
の
『
獄
中
書
簡
集
』
が
、
ま
た
後
者
の
関
心
か

ら
は
、
第
二
期
の
作
品
が
、
最
も
よ
く
読
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
学
究
的
な
初
期
の
作
品
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
的
な
関
心
は
、
と
り
わ
け
第
一
期
か
ら
二
期
に
か
け
て
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
時
代
に

見
ら
れ
、
教
授
資
格
取
得
論
文
『
行
為
と
存
在
』（
一
九
三
〇
年
資
格
認
定
、
一
九
三
一
年
出
版
）
や
、
そ
れ
を
人
間
学
的
視
点
か
ら
吟

味
し
た
大
学
私
講
師
就
任
講
演
「
現
代
の
哲
学
・
神
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
」（
一
九
三
〇
年
）、
そ
し
て
創
世
期
第
一
章
か
ら
三
章
の

釈
義
を
行
っ
た
講
義
『
創
造
と
堕
落
』（
一
九
三
二
年
冬
学
期
の
講
義
「
創
造
と
罪
」
が
一
九
三
三
年
に
改
名
さ
れ
て
出
版
）
と
い
っ
た

第
一
期
か
ら
二
期
の
始
め
に
か
け
て
書
か
れ
た
作
品
に
は
、
彼
の
人
間
学
的
特
質
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後

に
彼
の
人
間
学
的
関
心
が
う
す
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
践
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
彼
の
人
間
観
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
第
三
期
の
『
倫
理
』
に
お
い
て
は
「
神
の
愛
と
世
界
の
堕
落
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ふ
た
た
び
『
創
造
と
堕
落
』
の

な
か
で
考
察
さ
れ
た
堕
罪
後
の
人
間
の
状
況
が
、〈
良
心
〉
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
で
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
テ
ー
ゲ
ル
の
獄
中
で

は
、〈
成
人
し
た
世
界
〉
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
問
い
、
そ
れ
は
〈
宗
教
的
人
間
〉
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
、「
た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
」
と
の
確
信
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。
本
書
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
と
取
り
組
み
つ
つ
、

第
一
期
か
ら
第
三
期
ま
で
を
通
し
て
彼
の
人
間
観
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
考
察
し
ま
す
。

今
日
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
著
作
は
広
く
世
界
的
に
読
ま
れ
、
版
を
重
ね
続
け
て
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
名
な
専
門
家
に
よ
る

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
断
絶
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
は
成
熟
し
、
完
結
し
た
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
し
て
示
し
う
る
作
品
が
な
い
こ
と
に
、
そ
の
原
因
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す）1
（

。
確
か
に
、
断
片
や
書
簡
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
か

た
ち
の
遺
稿
か
ら
彼
の
思
想
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ベ
ー
ト
ゲ
も
指
摘
す
る
よ
う
に）2
（

、
専
門
的
な
議
論
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序 章

が
控
え
め
に
し
か
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
さ
ら
な
る
理
由
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
と
そ
れ
を
生
み
出
す
伝
記
的
な
絡
み
合
い
に
由

来
し
て
い
ま
す
。
彼
の
思
想
は
、
具
体
的
な
〈
今
、
こ
こ
〉
を
抜
き
に
し
て
は
け
っ
し
て
理
解
し
え
ず
、
そ
れ
は
行
為
の
冒
険
と
深
く
関

わ
り
、
そ
の
生
涯
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
本
書
に
お
い
て
は
、
彼
の
実
存
を
切
り
離
す
こ
と
な
く
、
そ
の

思
想
を
可
能
な
限
り
忠
実
に
捉
え
る
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。

本
書
の
構
成
は
、
各
章
で
中
心
的
に
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
著
作
が
成
立
し
た
年
代
の

順
に
、
三
章
立
て
に
配
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
第
一
期
か
ら
第
二
期
の
始
め
の
著
作
を
中
心
に
、G

renze

（
限
界
・

境
界
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
そ
の
人
間
学
的
特
質
を
取
り
出
す
こ
と
を
試
み
ま
す
。
ま
ず
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
従
っ
て
、

哲
学
的
人
間
学
と
神
学
的
人
間
学
を
区
分
し
、
次
に
、『
創
造
と
堕
落
』（
一
九
三
三
年
）
に
お
け
る
旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
の
釈
義
か

ら
、
創
造
・
堕
罪
・
救
済
の
過
程
を
通
し
て
い
か
な
る
人
間
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
ま
す
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
堕
罪

後
の
人
間
が
巻
き
込
ま
れ
た
〈
分
裂
〉
状
態

―
神
と
も
、
他
の
人
間
と
も
、
自
然
と
も
、
自
分
自
身
と
も
分
離
し
た
状
態

―
に
お
け

る
自
分
自
身
と
の
分
離
の
問
題
を
、
失
わ
れ
た
統
一
を
求
め
る
〈
人
間
実
存
の
呼
び
声
〉
と
し
て
の
良
心
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ま

す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
良
心
概
念
の
発
展
を
概
観
し
た
上
で
、
と
く
に
彼
が
反
ナ
チ
抵
抗
運
動
に
参
与
す
る
な
か
で
〈
罪
の
引

き
受
け
〉
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
形
成
さ
れ
た
良
心
論
を
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
未
完
の
著
『
倫
理
』
を
中
心
に
考
察
し

ま
す
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
生
涯
最
後
の
一
年
に
獄
中
書
簡
の
な
か
で
書
い
た
、
世
界
的
に
注
目
を
浴
び
た
「
新

し
い
神
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
注
目
し
、
そ
こ
で
到
達
し
た
人
間
観
を
考
察
し
ま
す
。
誤
っ
た
〈
こ
の
世
〉
理
解
と
し
て
の
〈
宗
教
〉

で
は
な
く
、〈
真
の
こ
の
世
性
〉
を
生
き
、〈
他
者
の
た
め
に
〉
仕
え
る
〈
成
人
〉
の
姿
を
描
き
出
し
、
そ
の
人
間
学
が
持
つ
現
代
的
意
義

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
ま
す
。
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ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
自
己
自
身
を
問
う
問
い

―
「
私
は
何
も
の
か
」

―

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
二
二
歳
の
時
す
で
に
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
牧
師
補
と
し
て
行
っ
た
ル
カ
福
音
書
一
七
章
三
三
節
に
つ
い
て
の
説
教

（
一
九
二
八
年
）（D

BW
 10, 517�.

）
の
な
か
で
、「
私
は
何
も
の
か
」
と
い
う
問
い
と
向
き
あ
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
青
年
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
の
心
を
捉
え
て
い
た
の
は
、
い
か
に
し
て
非
常
に
強
力
で
予
測
も
抑
制
も
で
き
な
い
自
我
の
魔デ

ー
モ
ン力
か
ら
自
分
自
身
を
救
え
る
の

か
、
い
か
に
し
て
カ
オ
ス
の
支
配
者
と
な
り
、
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
し
た
。
自
分
自
身
の
な
か
の
、
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
不
可
能
な
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
自
我
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
、
彼
の
関
心
事
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
彼
は
そ
の
答
え
を
、
ル
カ
福

音
書
の
「
自
分
の
魂
を
生
か
そ
う
と
努
め
る
も
の
は
そ
れ
を
失
い
、
そ
れ
を
失
う
者
は
、
か
え
っ
て
保
つ
の
で
あ
る
」（
一
七
章
三
三
節
）

と
い
う
聖
句
に
見
出
し
、
魂
を
生
か
す
こ
と
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
「
自
己
認
識
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
他
の
も
の
に
た
い
す
る
魂
の

献
身
」
で
あ
り
、
魂
が
世
界
の
中
心
点
な
の
で
は
な
く
、
魂
自
ら
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
よ
う
す
る
に
魂
を
世
界
の

中
心
に
据
え
る
の
で
は
な
く
、
他
者
に
た
い
す
る
魂
の
献
身
こ
そ
が
、
悪
魔
的
で
不
気
味
な
自
分
か
ら
解
放
す
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
自
己
認
識
と
い
う
も
の
に
た
い
す
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
基
本
的
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
彼
は
く
り
返
し
「
私
は
何
も
の
か
」
と
問
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
つ
ど
、
自
分
で
自
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と

い
う
思
い
に
突
き
あ
た
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
説
教
が
な
さ
れ
て
か
ら
約
一
五
年
後
、
彼
は
獄
中
か
ら
ベ
ー
ト
ゲ
に
宛
て
た
手
紙

（
一
九
四
三
年
一
二
月
一
五
日
）
の
な
か
で
ふ
た
た
び
、
自
分
は
い
っ
た
い
何
も
の
な
の
か
と
問
う
て
い
ま
す
。

「
た
び
た
び
僕
は
自
問
す
る
。
自
分
は
い
っ
た
い
何
も
の
な
の
か
、
と
。
こ
こ
で
の
凄
惨
な
出
来
事
に
く
り
返
し
身
悶
え
、
泣
き
叫
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序 章

び
た
い
よ
う
な
惨
め
な
気
分
に
な
る
自
分
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
後
で
自
ら
を
鞭
打
ち
、
外
に
向
か
っ
て
は
（
そ
し
て
自
分
自
身
の
前

で
も
）
穏
や
か
で
明
る
く
、
平
然
と
し
た
、
思
慮
深
い
者
と
し
て
立
ち
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
（
つ
ま
り
、
こ
の
演
技
の
な
せ
る
業

の
た
め
に
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
と
も
こ
れ
は
演
技
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
）
感
嘆
さ
れ
る
自
分
」（D

BW
 8, 235

）。

弱
冠
二
二
歳
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
「
私
は
何
も
の
か
」
と
い
う
問
い
を
発
し
た
時
、
彼
に
と
っ
て
の
関
心
事
は
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

な
自
我
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
こ
の
書
簡
で
は
、
自
分
が
よ
く
知
っ
て
い
る
情
け
な
い
〈
私
〉
と
、
他
者
か

ら
見
た
よ
り
よ
い
〈
私
〉
と
の
間
の
不
統
一
を
見
つ
め
、
自
分
は
何
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
自
問
し
て
い
ま
す
。

翌
年
の
夏
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
独
房
で
一
篇
の
詩
を
書
き
、
こ
の
「
私
は
何
も
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
生
涯
に
お
け
る
最
後
の
夏
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
、
い
わ
ゆ
る
「
七
月
二
〇
日
」
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
・
ク
ー
デ
タ
ー
計

画
が
不
成
功
に
終
っ
た
夏
で
す
。

　

私
は
何
も
の
か
（
一
九
四
四
年
夏
、
テ
ー
ゲ
ル
）（D

BW
 8, 513f.

）

私
は
何
も
の
か
。
彼
ら
は
た
び
た
び
こ
う
言
う

私
が
独
房
か
ら
歩
み
出
る
姿
は

落
ち
着
き
、
朗
ら
か
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
足
ど
り
で

あ
た
か
も
自
分
の
城
か
ら
出
て
く
る
領
主
の
よ
う
だ
と
。
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私
は
何
も
の
か
。
彼
ら
は
た
び
た
び
こ
う
言
う

私
が
看
守
た
ち
と
話
し
て
い
る
姿
は

自
由
で
、
親
し
げ
で
、
は
っ
き
り
と
し
た
口
調
で

あ
た
か
も
私
の
ほ
う
が
命
じ
て
い
る
よ
う
だ
と
。

私
は
何
も
の
か
。
彼
ら
は
こ
う
も
言
う

私
が
不
運
の
日
々
に
耐
え
て
い
る
姿
は

動
じ
ず
、
微
笑
み
、
誇
ら
し
げ
で

ま
る
で
勝
利
に
慣
れ
て
い
る
者
の
よ
う
だ
と
。

私
は
本
当
に
、
人
び
と
が
い
う
よ
う
な
者
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
私
自
身
が
知
っ
て
い
る
だ
け
の
者
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

籠
の
中
の
鳥
の
よ
う
に
、
ば
た
ば
た
と
動
揺
し
、
あ
こ
が
れ
て
、
病
み

何
も
の
か
に
喉
を
絞
め
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
、
生
命
の
息
吹
を
求
め
て
あ
え
ぎ

色
彩
に
、
花
に
、
鳥
の
さ
え
ず
り
に
飢
え

優
し
い
言
葉
や
、
人
間
的
な
温
も
り
を
渇
望
し

恣
意
や
ご
く
些
細
な
非
礼
に
も
怒
り
ふ
る
え

大
い
な
る
こ
と
を
待
ち
わ
び
る
思
い
に
駆
り
立
て
ら
れ
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序 章

は
る
か
遠
方
の
友
た
ち
を
な
す
す
べ
も
な
く
案
じ

疲
れ
果
て
、
祈
り
に
た
い
し
て
も
、
思
索
に
た
い
し
て
も
、
創
作
に
た
い
し
て
も
虚
ろ
で

打
ち
ひ
し
が
れ
、
す
べ
て
と
別
れ
を
告
げ
る
覚
悟
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
者
な
の
か
。

私
は
何
も
の
か
。
後
者
か
、
そ
れ
と
も
前
者
か
。

今
日
は
後
者
で
、
明
日
は
前
者
か
。

あ
る
い
は
同
時
に
そ
の
両
方
か
。
人
前
で
は
偽
善
者
で

自
分
自
身
の
前
で
は
軽
蔑
す
べ
き
哀
れ
な
臆
病
者
か
。

そ
れ
と
も
私
の
な
か
に
ま
だ
あ
る
も
の
は
、
混
乱
し
、
す
で
に
決
し
た
勝
利
を
前
に
退
散
す
る

敗
残
の
軍
勢
と
同
じ
な
の
か
。

私
は
何
も
の
か
。
孤
独
な
問
い
は
私
を
嘲
笑
う
。

私
が
何
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
あ
な
た
は
私
を
ご
存
知
だ
。
私
は
あ
な
た
の
も
の
、
あ
あ
神
よ
！

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
詩
の
な
か
で
く
り
返
し
「
私
は
何
も
の
か
」
と
自
問
し
て
い
ま
す
。
人
び
と
は
彼
の
こ
と
を
、
獄
中
に

あ
っ
て
も
つ
ね
に
沈
着
冷
静
で
忍
耐
強
く
堂
々
と
し
て
お
り
、
明
る
く
自
由
な
、
ま
る
で
勝
利
に
慣
れ
て
い
る
人
の
よ
う
だ
と
言
い
ま

す
。
し
か
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
自
覚
し
て
い
る
〈
私
〉
は
、
そ
の
よ
う
な
賞
嘆
に
価
す
る
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
び
と
が
そ
う
見

な
す
自
分
と
、
彼
自
身
が
知
る
自
分
と
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
本
当
の
自
分
な
の
か
。
あ
る
い
は
両
方
と
も
自
分
な
の
か
。
そ
れ
と
も
今
日
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は
前
者
で
明
日
は
後
者
な
の
か
。
そ
の
答
え
を
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
自
己
自
身
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、「
孤
独
な
問
い
は
私
を
嘲
笑
う
」
と
言
う
の
で
す
。
し
か
し
詩
の
最
後
に
は
、「
私
が
何
も
の
で
あ
ろ
う

と
、
あ
な
た
は
私
を
ご
存
知
だ
。
私
は
あ
な
た
の
も
の
、
あ
あ
神
よ
！
」
と
、
心
に
安
ら
ぎ
を
見
出
し
て
い
ま
す
。

「
私
は
何
も
の
か
」。
そ
う
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
く
り
返
し
問
わ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
自
己
の
不
統
一
と
い
う
経
験
が

あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
神
と
い
う
根
源
か
ら
離
反
し
た
堕
罪
後
の
人
間
が
巻
き
込
ま
れ
た
〈
分
裂
〉
状
態
に
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
彼
の
人
間
学
は
、
こ
の
状
態
を
克
服
し
、
い
か
に
統
一
さ
れ
た
〈
全
体
的
な
生
〉
を
生
き
る
か
と
い
う

問
い
と
、
つ
ね
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

﹇
注
﹈

（
1
） E. Bethge / Renate Bethge, D

ietrich Bonhoe�er, 19. Au�age, Reinbek bei H
am

burg: Row
ohlt Taschenbuch Verlag, 1976., 107. 

（
2
） Ibid., 109.
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第
一
章　

限
界
・
境
界
（G

renze

）
か
ら
見
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学）

1
（

―
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
の
特
質

―

は
じ
め
に

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
を
人
間
学
的
な
視
点
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
は
非
常
に
少
な
く
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
ほ

と
ん
ど
未
開
拓
に
近
い
領
域
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
わ
ず
か
に
「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
成
人
し
た
世
界
〉
に
お
け
る
人
間
学
」
と
い
う

副
題
が
つ
け
ら
れ
た
西
内
清
志
の
『
キ
リ
ス
ト
の
隣
人
』（
一
九
八
六
年
）
が
あ
り
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
を
一
貫
し
て
人

間
学
的
視
点
か
ら
再
構
成
し
た
も
の
で
は
な
く）2
（

、
本
書
で
主
に
取
り
上
げ
る
『
創
造
と
堕
落
』（
一
九
三
三
年
）
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど

ふ
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
著
を
人
間
学
的
視
点
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
Ｈ
・
Ｅ
・
テ
ー
ト
の
『
ヒ
ト
ラ
ー

政
権
の
共
犯
者
、
犠
牲
者
、
反
対
者

―
〈
第
三
帝
国
〉
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
と
教
会
の
〈
内
面
史
〉
の
た
め
に

―
』

（
一
九
九
七
年
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
著
の
な
か
で
テ
ー
ト
は
、
わ
ず
か
八
頁
で
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
反
対
者

の
ひ
と
り
と
し
て
紹
介
し
、
そ
の
人
間
学
に
お
け
る
〈
自
己
を
「
現
実
」
の
中
心
に
据
え
た
堕
罪
後
の
人
間
〉
を
描
き
出
し
て
い
ま
す）3
（

。

ま
た
そ
れ
に
対
応
す
る
人
間
像
と
し
て
、
た
と
え
一
時
的
で
あ
っ
て
も
ヒ
ト
ラ
ー
を
支
持
し
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin 

H
eidegger 1889-1976

）
と
そ
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
テ
ー
ト
の
分
析
に
示
唆
を
受
け
、
本
書
第
一
章
に
お
い
て
は
〈
限
界
・

境
界
〉（G

renze

）
と
い
う
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
人
間
論
と
同
時
に
他
者
論
的
な
視
点
を
中
心
に
据
え
つ
つ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人

間
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
ド
イ
ツ
語
のG

renze

は
〈
限
界
〉
と
〈
境
界
〉
の
両
方
の
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
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す
。
こ
の
語
は
、
人
間
は
〈
超
越
〉
か
ら
、
つ
ま
り
自
ら
の
〈
限

グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界
〉
を
意
味
す
る
神
と
の
関
わ
り
か
ら
自
己
自
身
を
理
解
す
る

と
い
う
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
を
読
み
解
く
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
ま
す
。
限
界
・
境
界
と
人
間
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
と

り
わ
け
彼
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ナ
チ
ス
に
よ
る
政
権
掌
握
と
時
を
同
じ
く
し
て
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
人
間
の
能
力
を
限
界
づ
け
る
否
定
的
な
〈
周
縁
の
限グ

レ
ン
ツ
ェ界

〉
か
ら
、
神
の
賜
物
と
し
て
の
肯
定
的
な
〈
中
心
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界

〉
へ
と
目
を

転
じ
る
こ
と
を
要
請
し
、
さ
ら
に
は
〈
人
間
の
ロ
ゴ
ス
〉
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
〈
神
の
ロ
ゴ
ス
〉
へ
と
、
キ
リ
ス
ト
論
的
に
展

開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
本
章
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
原
初
の
男
女
の
関
係
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
他
者
論
的
な
視
点
の
そ
な
わ
っ

た
聖
書
に
基
づ
く
神
学
的
人
間
学
で
あ
り
、
ア
ダ
ム
に
と
っ
て
エ
ヴ
ァ
は
、〈
中
心
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界
〉
の
肉
に
よ
る
現
在
化
で
あ
る
と
す
る
個
性

的
な
解
釈
で
す
。
最
終
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
出
会
う
隣
人
を
〈
中
心
の
境
界
〉
と
し
て
受
け
と
め
る
彼
の
人
間
理
解
、
つ
ま
り

〈
限

グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
人
間
〉
と
い
う
も
の
を
浮
彫
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

G
renze

の
訳
語
に
つ
い
て

G
renze

と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
、
た
い
て
い
〈
限
界
〉
か
〈
境
界
〉
と
邦
訳
さ
れ
ま
す
。
一
般
的
用
法
と
し
て
、
日
本
語
の
〈
限
界
〉

に
は
、
物
事
の
こ
れ
以
上
、
あ
る
い
は
こ
れ
よ
り
外
に
は
出
ら
れ
な
い
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
範
囲
や
〈
限
り
〉、
ま
た
〈
境
界
〉
に
は
、

二
つ
の
も
の
の
境
や
区
切
り
と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
両
方
の
意
味
に
用
い
ら
れ
るG

renze

の
訳
語
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
の

日
本
語
に
も
お
さ
ま
り
切
ら
な
い
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
著
『
創
造
と
堕
落
』
の
英
語
翻
訳
者
はG

renze

の

訳
語
に
つ
い
て
、
通
常
はlim

it

を
用
い
、
そ
れ
は
〈
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
被
造
物
の
限
界
〉
や
、〈
超
（
越
）
え
て
は
な
ら
な
い

禁
止
〉
を
意
味
す
る
と
記
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、〈
中
心
〉
な
ど
の
場
所
を
表
す
語
と
共
に
用
い
る
場
合
や
、〈
境
界
を
越
え
る
〉
と

い
っ
た
成
句
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、boundary

と
訳
す
る
と
断
っ
て
い
ま
す）4
（

。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

本
書
に
お
い
て
は
、
も
は
や
こ
れ
以
上
（
こ
れ
よ
り
外
、
こ
れ
よ
り
先
）
は
な
い
と
い
っ
た
〈
限
り
〉
の
意
味
や
、
制
限
や
限
度
と

い
っ
た
禁
止
の
意
味
に
は
〈
限
界
〉
を
用
い
、
二
つ
の
も
の
の
〈
境
〉、
あ
る
い
は
〈
区
域
〉
と
い
っ
た
場
所
的
な
意
味
を
備
え
る
場
合

は
〈
境
界
〉
と
し
て
い
ま
す
。〈
中
心
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界

〉
は
侵
入
を
禁
じ
ら
れ
た
エ
デ
ン
の
園
の
中
心
区
域
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
さ
ら
に
私

と
他
者
の
〈
境
〉
で
も
あ
る
と
理
解
し
て
、〈
境
界
〉
と
訳
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
用
語
と
し
て
は
〈
境
界
〉
と
訳

す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、〈
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
被
造
物
の
限
界
〉
や
〈
超
（
越
）
え
て
は
な
ら
な
い
禁
止
〉
の
意
味
を
強
く
持
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
限
界
の
場
合
は
〈
超0

え
る
〉、
境
界
の
場
合
は
〈
越0

え
る
〉
と
い
う
漢
字
を
あ
て
て
表
し
て
い
ま
す
。

第
一
節　

限
グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界
と
は
何
で
あ
る
か

限
界
・
境
界
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
語
る
か
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
面
持
ち
で
現
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
肯
定
的
な
も
の
に

も
否
定
的
な
も
の
に
も
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
死
・
苦
・
偶
然
・
罪
・
闘
争
と
い
っ
た
〈
限
界
状
況
〉
は
、
人
間

が
生
き
て
い
る
限
り
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
超

越
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。
カ
ン
ト
の
思
考
は
、
人
間
理
性
の
限
界
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
界
内
で
思
索
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
お
い
て
限
界
は
つ
ね
に
止
揚
さ
れ
、
す
で
に
超
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
は
、
理
性
が
超
（
越
）
え
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
限
界
（
境
界
））5
（

を
〈
侵
犯
〉
す
る
こ
と
こ
そ
課
題

と
な
り
ま
し
た）6
（

。
同
性
愛
者
で
あ
っ
た
彼
は
、
カ
ン
ト
が
『
人
倫
の
形
而
上
学
』（D

ie M
etaphysik der Sitten, 1797

）
に
お
い
て
同
性

愛
の
〈
反
自
然
性
〉
を
断
罪
し
た
こ
と
に
た
い
し
、
人
間
に
と
っ
て
何
が
〈
自
然
〉
で
何
が
〈
正
常
〉
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を

抱
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
人
間
理
性
が
定
め
た
倫
理
的
な
限
界
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
語
る
主
体
の
歴
史
性
の
影
響
を
免
れ
ず
、
時
代
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の
規
範
的
な
考
え
方
を
強
制
し
か
ね
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
る
時
代
の
社
会
を
支
配
す
る
〈
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
〉
か
ら
解

放
さ
れ
る
た
め
、〈
正
常
で
あ
る
〉
と
す
る
規
範
的
な
考
え
方
を
受
け
い
れ
る
よ
う
に
強
制
す
る
も
の
の
正
体
を
暴
き
、
人
間
の
〈
本
質
〉

と
い
う
思
考
そ
の
も
の
を
〈
侵
犯
〉
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
、
そ
れ
が
フ
ー
コ
ー
の
思
考
の
倫
理
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
周
知
の
と
お

り
、
現
在
に
お
い
て
は
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
同
性
婚
を
認
め
る
国
も
増
え
つ
つ
あ
り
、
そ
も
そ
も
限
界
や
境
界
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る

の
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
は
た
し
て
人
間
に
と
っ
て
真
の
限
界
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
人
類
に
と
っ
て
普
遍
的
な
限
界
な
ど
存
在

す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
人
間
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
フ
ー
コ
ー
が
批
判
し
た
限
界
は
人
間
が
自
ら
定
め
た

も
の
で
し
た
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
示
し
た
限
界
と
は
、〈
神
が
〉
自
ら
示
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。
ド
イ
ツ
史

上
で
最
も
暗
い
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
時
代
が
忍
び
寄
る
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
理
解
さ
れ
て
い
た
そ
の
概
念
か
ら
真
の
限
界
・
境
界

を
守
る
こ
と
、
そ
れ
が
彼
の
急
務
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
言
葉
の
概
念
の
混
乱
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
支
持
し
た
神
学
者
エ
マ
ー
ヌ
エ
ル
・
ヒ
ル
シ
ュ
（Em

anuel H
irsch 1888-1972

）
の

『
哲
学
的
・
神
学
的
な
考
察
か
ら
見
た
今
日
の
精
神
的
状
況

―
ド
イ
ツ
の
一
九
三
三
年
と
い
う
年
を
理
解
す
る
た
め
の
大
学
講
義
』（
一

九
三
四
年
）
に
お
い
て
も
見
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
ヒ
ル
シ
ュ
は
こ
の
著
の
序
文
に
一
九
三
四
年
一
月
三
〇
日
の
日
付
で
署
名
し
て
お

り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
掌
握
の
一
周
年
を
国
際
的
に
祝
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
著
の
な
か
で
ヒ
ル
シ
ュ
は
、〈
ホ
ロ
ス
〉

と
い
う
〈
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
境

グ
レ
ン
ツ
ェ

 
界
〉）7
（

の
重
要
性
を
論
じ
て
い
る
の
で
す
が）8
（

、
こ
の
概
念
が
ナ
チ
ス
の
手
に
渡
る
こ
と
は
、
お
そ
ら

く
彼
の
予
想
を
上
回
る
大
き
な
危
険
を
意
味
し
た
で
し
ょ
う
。
ロ
バ
ー
ト
・
Ｐ
・
エ
リ
ク
セ
ン
（Robert P. Ericksen, 1945- 

）
は
次
の

よ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

「
彼
ら
〔
ナ
チ
ス
〕
は
、
ホ
ロ
ス
を
各
民
族

0

0

に
た
い
す
る
神
の
賜
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
性
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い

る
。
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
こ
の
よ
う
な
境
界
を
無
視
す
る
人
び
と
（
疑
い
な
く
ヴ
ァ
イ
マ
ル
・
ド
イ
ツ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
）
が
自
ら

の
ル
ー
ツ
を
失
い
、
ま
も
な
く
壊
滅
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
す
る
。
世

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

界
市
民
主
義
は
生
に
関
す
る
神
の
境
界
の
侵
犯
な
の
で

あ
る
」（
傍
点
原
著
））

9
（

。

よ
う
す
る
に
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
ホ
ロ
ス
が
越
え
ら
れ
る
時
に
破
壊
的
な
結
果
を
引
き
起
こ
す
と
考
え
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
転
換
点

は
、
神
の
賜
物
で
あ
る
ホ
ロ
ス
を
ド
イ
ツ
の
生
活
に
適
切
な
か
た
ち
で
新
た
に
導
入
す
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
境
界
は
い
っ
た
い
〈
ど
の
神
〉
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
の
よ
う
な
〈
地
方
向
け
の
神
〉
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
境
界
は
、
彼
が
指
し
示
す
〈
イ
エ
ス
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
〉
の
恵
み

と
し
て
の
〈
中
心
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界

〉
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

第
二
節　

限グ
レ
ン
ツ
ェ界
か
ら
の
人
間
の
自
己
理
解 

哲
学
と
神
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題 

―
〈
業
〉
と
〈
限
界
〉
の
ど
ち
ら
か
ら
自
己
を
理
解
す
る
か

―

一　

現
代
の
人
間
学
の
誕
生

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
は
神
学
的
人
間
学
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
哲
学
的
人
間
学
と
明
確
に
区
別
し
て
い
ま
す
。
哲
学
的

人
間
学
（philosophical anthropology

）
と
い
う
名
称
は
、
自
然
人
類
学
（natural anthropology

）
や
文
化
人
類
学
（cultural 
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anthropology

）
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。
一
般
に
、
人
類
学
が
人
間
の
経
験
的
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
視
点
か
ら
研
究
し
、

人
間
と
い
う
全
体
テ
ー
マ
の
一
部
分
を
問
題
と
す
る
の
に
た
い
し
て
、
哲
学
的
人
間
学
は
人
間
の
全
体
を
理
論
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
に
始
ま
り
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
も
っ
ぱ
ら
神
学
の
一
部
門
に
過
ぎ

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
近
代
哲
学
の
創
始
者
デ
カ
ル
ト
（René D

escartes, 1596-1650

）
の
登
場
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
神
学
の
権
威

か
ら
自
由
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
諸
科
学
の
発
展
、
と
く
に
生
物
学
の
め
ざ
ま
し
い
発

展
に
刺
激
を
受
け
、
人
間
に
関
す
る
探
究
も
し
だ
い
に
成
熟
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
つ
い
に
一
九
二
八
年
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
間
学
と
し
て
一
応
の
体
系
的
な
完
成
を
見
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
代

の
哲
学
的
人
間
学
の
誕
生
で
あ
り
、
今
日
一
般
に
人
間
学
と
称
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
新
し
い
人
間
学
の
課
題
は
、
人
間
に
関
す
る
諸

科
学
の
成
果
を
受
け
い
れ
な
が
ら
、
人
間
の
全
体
的
構
造
を
再
考
し
、
そ
の
全
体
像
を
再
建
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
科
学

の
め
ざ
ま
し
い
発
展
に
よ
っ
て
、
人
間
を
研
究
対
象
と
す
る
個
別
研
究
が
次
々
と
発
表
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
こ
と
で
人
間
の
本
質
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
人
間
は
ば
ら
ば
ら
の
像
と
な
り
、
ま
す
ま
す
謎
め
い
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
的
な
取
り
組
み
は
、
と
り
わ
け
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

現
代
的
意
味
に
お
け
る
人
間
学
が
誕
生
し
、
一
気
に
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
た
時
期
と
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
人
間
に
関
す
る

問
い
は
現
代
哲
学
が
最
も
熱
意
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
問
い
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
い
、
こ
の
新
し
い
学
問
の
成
果
を
学

び
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
伝
統
的
な
思
想
が
軒
並
み
に
瓦
解
し
、
そ
れ
ら
の
思
想
と
共
に
人
間
も
葬
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
一
九
三
〇
年
七
月
三
一
日
に
行
わ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
就
任
講
演
「
現
代
の
哲

学
・
神
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
」（D

BW
 10, 357-378

） ）10
（

に
お
い
て
彼
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

「
こ
こ
で
こ
そ
人
間
は
、
自
己
自
身
を
新
た
に
規
定
す
る
と
い
う
、
自
己
探
求
に
か
け
る
最
大
の
情
熱
を
も
っ
て
、
自
身
を
保
ち
、

自
己
自
身
を
問
う
問
い
の
な
か
に
自
ら
を
見
出
し
、
自
ら
の
実
存
を
新
た
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
問
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（D

BW
 10, 360

）。

つ
ま
り
、
自
己
認
識
と
い
う
も
の
を
、
実
存
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
の
関
わ
り
で
捉
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
現
代
哲
学
の
試
み
に

敬
意
を
払
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
自
ら
が
立
つ
神
学
的
人
間
学
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
す
。

二　

哲
学
的
人
間
学
と
神
学
的
人
間
学

生
の
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
の
弟
子
で
『
哲
学
的
人
間
学
』
を
著
し
た
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
グ
レ
ー
ト
ゥ
イ
ゼ
ン
（Bernhard 

G
roethuysen, 1880-1946

）
の
簡
潔
な
定
義
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
哲
学
的
人
間
学
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
自
己
省
察
で
あ
り
、
自

己
自
身
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
と
理
解
さ
れ
ま
す）11
（

。
つ
ま
り
そ
の
す
べ
て
の
目
的
は
、
自
己
認
識
に
あ
る
と
言
い
ま
す）12
（

。
そ
れ
で
は

自
己
を
知
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
に
、
そ
の
〈
知
〉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
述
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
就
任

講
演
に
お
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
人
間
は
ど
こ
か
ら
自
己
自
身
を
理
解
す
る
か
と
い
う
問
い
に
は
、
大
き
く
は
、
二
つ
の
答
え
が
可

能
だ
と
論
じ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
〈
業わ

ざ

〉（W
erk

）
か
ら
か
〈
限
界
〉（G

renze

）
か
ら
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
、
人
間
に
関
す
る
問
い
は
つ
ね
に
問
う
も
の
が
人
間
自
身
だ
と
い
う
、
人
間
学
に
固
有
な
問
題
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
デ
カ
ル
ト
に

よ
っ
て
思
惟
の
主
体
と
し
て
の
自
我
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
自
我
と
そ
の
対
象
、
つ
ま
り
主
観
―
客
観
の
二
元
論
的
図
式
に
よ
っ
て

は
、
認
識
の
対
象
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
我
は
自
己
自
身
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
人
間
は
自
己
自
身
に

関
す
る
問
い
に
よ
っ
て
、
超
越
性
の
限
界

0

0

0

0

0

0

に
つ
き
あ
た
る
」（
傍
点
筆
者
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
間
は
、
自
ら
の
な
か
に
超
越
的
な
自
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己
を
見
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
〈
業
〉
か
〈
限
界
〉
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
決
断
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

人
間
が
自
分
自
身
か
ら
自
己
を
理
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も
自
分
自
身
の
外
に
あ
る
も
の
と
の
関
わ
り
か
ら
自
己
を
理
解
す
る
か
、
と
言
い

換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、〈
業
は
一
つ
の
可
能
性
の
具
体
化
〉
で
す
。
業
か
ら
の
自
己
理
解
に
お
い
て
人
間
は
、
自
分
自

身
の
な
か
に
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
本
質
が
理
解
可
能
に
な
る
よ
う
な
統
一
点
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
自
分
自
身
に
よ
っ
て
、
自

ら
の
〈
可
能
性
〉
か
ら
自
己
を
理
解
す
る
の
で
あ
り
、
自
己
を
〈
内
在
的
〉
に
把
握
す
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
人
間
は
、「
自
ら
の
な
か

に
安
ら
う
一
つ
の
世
界
で
あ
り
、
自
ら
の
本
質
に
い
た
る
た
め
に
他
者
を
必
要
と
せ
ず
、
た
だ
自
分
自
身
を
必
要
と
す
る
」（D

BW
 10, 

359

）
と
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
限
界
か
ら
の
自
己
理
解
に
お
い
て
人
間
は
、
つ
ね
に
自
分
を
超
え
た
も
の
を
理
解
す
る
と
言
い
ま
す
。
こ
こ
で
問

わ
れ
る
自
己
は
、
反
省
的
に
対
象
に
な
る
の
で
は
な
く
、
問
う
自
己
、
つ
ま
り
超
越
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間
の
本
質
が
あ
る
こ
と

を
認
め
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
人
間
の
本
質
は
、
内
在
的
に
自
ら
の
う
ち
に
安
ら
う
可
能
性
の
な
か
に
で
は
な
く
、
た
ゆ
み
な
く
自
己

の
限
界
と
関
わ
る
こ
と
の
な
か
に
あ
る
」
の
で
す
。
つ
ま
り
人
間
は
、「
そ
の
つ
ど
の
限
界
づ
け
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
分
の
本
質

に
達
す
る
と
言
う
の
で
す
（D

BW
 10, 359

）。

そ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
第
一
の
試
み
、
つ
ま
り
〈
業
〉
か
ら
の
人
間
の
自
己
理
解
に
つ
い
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
、
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
（Paul Tillich 1886-1965
）、
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ
（Eberhard G

risebach 1880-

1945

）
と
い
っ
た
当
時
の
最
新
の
哲
学
に
お
い
て
考
察
を
試
み
ま
す
。
先
取
り
し
て
言
う
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
哲

学
に
お
い
て
人
間
は
、
つ
ね
に
業
か
ら
自
己
自
身
を
理
解
す
る
と
言
い
ま
す
。
換
言
す
る
と
、
自
分
自
身
の
可
能
性
か
ら
、
自
己
自
身
へ

の
反
省
か
ら
、
自
分
が
何
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
と
さ
れ
ま
す
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

こ
の
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
哲
学
者
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
も
同
様
だ
と
言
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
で
は
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
現
象
学
的
認
識
論
は
、
カ
ン
ト
の
形
式
的
ア
プ
リ
オ
リ
に
対
抗
し
た
質
料
的
ア
プ
リ
オ
リ
に
よ
っ
て
、
価
値
が
意
識
を
超

越
し
て
存
在
す
る
世
界
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
ま
す）13
（

。
こ
の
世
界
に
お
い
て
神
は
存
在
し
、
そ
の
最
も
純
粋
な
か
た
ち

た
る
愛
に
お
け
る
価
値
感
得
に
お
い
て
、
人
間
は
神
を
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間

理
解
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
ま
す
。

「
愛
に
お
い
て
人
間
は
、
聖
な
る
も
の
、
つ
ま
り
神
の
、
永
遠
か
つ
最
高
の
価
値
を
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
高
ま
る
。
人
間

は
宇
宙
を
自
ら
の
う
ち
に
捉
え
、
情
熱
的
に
見
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
自
身
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（D

BW
 10, 361

）。

こ
れ
が
〈
生
の
全
体
性
〉
で
あ
り
、
価
値
の
全
体
性
の
秘
密
が
明
か
さ
れ
、
自
ら
の
う
ち
に
終
結
す
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー

は
、
固
定
し
た
、
永
久
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
光
輝
く
天
幕
を
、
意
識
に
と
ら
わ
れ
て
考
え
出
さ
れ
た
主
観
性
と
相
対
性
の
世
界
の
上

空
に
広
げ
張
り
、
そ
の
世
界
の
な
か
に
愛
と
い
う
鏡
に
お
い
て
神
そ
の
も
の
を
映
し
出
す
精
神
た
る
人
間
を
立
た
せ
る
。
こ
の
よ
う
に

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
観
を
理
解
し
た
上
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す）14
（

。

「
人
間
は
自
ら
の
可
能
性
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
人
間
は
自
ら
の
う
ち
に
、
超
越
的
な
も
の
を
直
観
し
つ
つ
、
自
ら
の
う
ち
に
引
き
込

む
可
能
性
を
備
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
人
間
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
が
、
価
値
の
世
界
も
直
観
す
る
可
能

性
も
、
静
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。（･･････

）
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
大
勝
利
を
祝
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
」

（D
BW

 10, 361

）。
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な
ぜ
な
ら
人
間
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
時
か
ら
す
で
に
、
神
に
い
た
る
結
合
点
を
自
分
の
な
か
に
持
っ
て
お
り
、
人
間
は
人
間

と
し
て
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
人
間
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
答
え
を
持
た
ず
、
ま
ず
自
分
自

身
に
つ
い
て
問
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
実
に
疑
わ
し
い
状
況
の
な
か
に
存
在
す
る
と
い
っ
た
特
徴
は
、
初

期
か
ら
一
貫
し
て
見
あ
た
ら
な
い
と
言
い
ま
す
。
む
し
ろ
人
間
を
あ
る
本
質
（W

esen

）

―
一
つ
の
創
造
さ
れ
た
世
界
の
な
か
の
被
造

存
在
（ens creatum

）
と
し
て
の
そ
の
実
存
の
彼
方
に
そ
の
存
在
領
域
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
本
質

―
と
し
て
、
理
解
す
る
こ

と
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
己
自
身
の
こ
と
を
ま
ず
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
と
基
本
的
に
無
関
係
で
あ
る
よ
う

な
本
質
、
無
時
間
的
に
存
在
す
る
本
質
と
し
て
理
解
す
る
試
み
で
す
。

し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
体
験
し
た
後
、
人
間
は
も
は
や
、
自
己
自
身
を
そ
の
よ
う
な
本
質
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
前
期
に
お
い
て
は
、
価
値
の
世
界
（Reich der W

erte

）
が
、
こ
の
世
の
存
在
の
世
界
（Reich des 

Seins

）
に
た
い
し
て
、
つ
ま
り
彼
か
ら
す
る
と
悪
の
世
界
に
た
い
し
て
、
勝
利
す
る
と
楽
観
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
後
期
の
作

品
に
お
い
て
は
、
人
間
的
衝
動
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
世
界
に
強
烈
な
印
象
を
受
け
、
そ
の
静
的
・
固
定
的
な
思
想
体
系
は
も
ろ
く
も
崩

れ
、
人
間
は
次
の
よ
う
な
本
質
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
諦
念
的
な
認
識
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
言

い
ま
す
。

「
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
衝
動
の
世
界
が
価
値
の
世
界
を
力
ず
く
で
取
り
押
さ
え
、
そ
の
際
に
人
間
は
、
力
な
く
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

な
支
配
力
の
手
に
陥
る
。
神
的
な
人
間
が
、
意
味
を
喪
失
し
た
世
界
に
弄
ば
れ
る
」（D

BW
 10, 362

）。

こ
こ
で
人
間
は
、
あ
の
仮
定
さ
れ
た
本
来
的
な
存
在
と
は
対
極
に
あ
る
社
会
の
諸
力
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
が
そ
の
本
質
の
根
底
ま
で
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

力
ず
く
で
従
わ
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
す
。
い
っ
た
い
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
の
よ
う
に

言
っ
て
い
ま
す
。

「
シ
ェ
ー
ラ
ー
はessentia

（
存
在
・
本
質
）
をexistentia

（
実
存
）
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
彼
はコ

ン
テ
ィ
ヌ
イ
テ
ー
ト

連
続
性
を
考

え
る
こ
と
は
で
き
た
がイ

グ
ジ
ス
テ
ン
ツ
ィ
ア
リ
テ
ー
ト

、
実
存
性
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」（D

BW
 10, 362

）。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
〈
連
続
性
〉
と
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
バ
ル
ト
が
問
題
視
し
た
〈
神
と
人
間
の
質
的
な
連
続
性
〉
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
う
し
た
連
続
性
は
考
え
て
も
、
実
存
性
を
考
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
思
想
体
系
に
お
け
る
脆
弱
さ
の
理
由
だ

と
言
う
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
人
間
理
解
に
関
し
て
は
実
存
概
念
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
時
間
の

な
か
に
存
在
す
る
も
の
、
世
界
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
、
し
か
も
自
己
自
身
に
つ
い
て
そ
の
つ
ど
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
、
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
、
人
間
を
捉
え
よ
う
と
し
ま
す
。

そ
こ
で
彼
は
、
人
間
存
在
の
根
本
構
造
を
時
間
性
と
し
て
実
存
論
的
に
分
析
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
人
間
理
解
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い

ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
述
べ
る
現
存
在
の
本
質
の
一
つ
に
は
、
不
断
に
自
己
自
身
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
現
存
在
は
、
現
存
す
る
も
の
（das Vorhandene
）、
理
解
し
や
す
い
も
の
と
い
っ
た
存
在
様
式
を
持
た
ず
、
た
だ
自

己
を
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
反
省
と
い
う
精
神
行
為
の
な
か
に
存
在
し
ま
す
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
世
界
内
に
お
け
る
実
存
の
歴
史

的
状
況
と
結
び
つ
く
の
で
な
け
れ
ば
理
解
し
え
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。

「
そ
れ
〔
現
存
在
〕
は
す
で
に
も
う
、
自
ら
が
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、
存
在
す
る

0

0

0

0

。
し
か
し
、
具
体
的
状
況
に
お
け
る
こ
の
存
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在
と
は
、
す
で
に
下
さ
れ
た
あ
る
存
在
可
能
性
の
決
断
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
可
能
性
の
概
念
が
見
え
て
く
る
。
実
存
の
存
在

は
、
可
能
性
に
お
け
る
存
在
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
霧
散
す
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 10, 363

）。

こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
は
彼
の
有
名
な
著
作
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
現
存
在
と
は
、
客
体
的
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
う
え
何
か
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
お
ま
け
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
現
存
在
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
可
能
的
に
存
在
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」 ）15
（

。

ま
ず
、
現
存
在
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
存
在
は
、
世
界
の
な
か
で

「
他
者
と
の
共
同
存
在
」（M

itsein
）
と
し
て
存
在
し
、「
世
間
（das M

an

）
へ
の
頽
落
」、
つ
ま
り
日
常
性
へ
の
頽
落
の
状
態
に
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
配
慮
す
る
一
つ
の
世
界
の
な
か
に
あ
り
、
い
わ
ば
関
心
（Sorge

）
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
自
ら
が
こ
の
関

心
の
世
界
の
な
か
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
被
投
性
（G

ew
orfenheit

）
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
う
す
る
に
現

存
在
は
、
自
分
自
身
を
思
う
が
ま
ま
に
で
き
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
自
ら
が
す
で
に
決
断
し
た
状
況
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
世
界
へ
の
、
世
間
へ
の
、
世
間
話
（G

erede

）
へ
の
頽
落
に
お
い
て
、
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
自
ら
に
と
っ
て

本
質
的
で
あ
る
は
ず
の
全
体
性
（G

anzheit

）
に
到
達
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
現
存
在
は
、
ま
る
ご
と
死
へ
と
投
げ
出

さ
れ
て
い
る
〈
死
へ
の
存
在
〉
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
全
体
性
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
自
己
を
死
か
ら
、
つ
ま
り
死
と
い

う
限
界
か
ら
、
自
己
を
理
解
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
自
己
理
解
の
な
か
に
死
を
受
け
い
れ
、〈
死
へ
の
覚
悟
〉
に
お
い
て
自
ら
を
全

体
性
へ
と
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
と
は
い
え
、
現
存
在
は
、
死
へ
の
存
在
と
し
て
の
本
来
性
で
は
な
く
、
世
界
の
な
か
で
非
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

本
来
性
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
非
本
来
性
・
非
全
体
性
に
お
け
る
存
在
は
、
良
心
の
呼
び
声
に
よ
っ

て
、
世
界
に
埋
没
し
て
い
た
自
己
を
呼
び
戻
さ
れ
、
世
界
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
、
不
気
味
さ
の
な
か
で
不
安
に
な
り
ま
す
。
良
心
の
声
に

よ
っ
て
、
自
ら
の
負
い
目
（Schuld

）、
つ
ま
り
は
無
性
（N

ichtigkeit

）
に
気
づ
か
さ
れ
、
頽
落
性
か
ら
本
来
性
へ
と
呼
び
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
問
題
は
、
こ
の
良
心
に
お
い
て
呼
び
か
け
る
も
の
が
、
現
存
在
そ
れ
自
身
だ
と
言
う
こ
と

で
す
。
現
存
在
自
身
が
良
心
と
な
り
、
自
ら
の
存
在
の
根
底
か
ら
叫
ん
で
い
る
の
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
呼
ぶ
者
は
、
現
存
在

―
す
な
わ
ち
、
お
の
れ
の
存
在
可
能
を
案
じ
て
被
投
性
（「･･････

の
内
に
す
で
に
あ
る
」）
の
な
か
で
不

安
を
覚
え
て
い
る
現
存
在
で
あ
る
。
呼
び
か
け
ら
れ
る
者
も
、
こ
の
お
な
じ
現
存
在

―
す
な
わ
ち
、
ひ
と
ご
と
で
な
い
自
己
の
存

在
可
能
（「
お
の
れ
に
先
立
っ
て
」）
へ
む
か
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
現
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
存
在
は
こ
の
呼
び
か
け

に
よ
っ
て
、
世
間
へ
の
頽
落
（「
配
慮
さ
れ
て
い
る
世
界
の
も
と
に
す
で
に
あ
る
存
在
」）
の
中
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
」 ）16
（

。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
存
在
は
良
心
の
呼
び
声
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
負
い
目
を
引
き
受
け
、
い
ま
や
死
へ
の
覚
悟
が
生
じ
、
自
己
自
身

を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
性
に
い
た
る
と
言
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
現
存
在
の
全
体
性
と
い
う
の
は
、
現
存
在
の
対
自
存
在
を
意
味
し
ま
す
。
現
存
在
は
、
自
己

自
身
の
な
か
に
そ
の
統
一
を
持
ち
ま
す 

。
こ
の
こ
と
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
可
能
存
在
と
し
て
の
現
存
在
理
解

か
ら
生
じ
る
必
然
的
な
帰
結
だ
と
言
い
ま
す
。
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「
現
存
在
の
可
能
性
の
な
か
に
は
、
統
一
に
い
た
る
と
い
う
可
能
性
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
は
、
そ
の
可
能
性

か
ら
自
己
自
身
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 10, 364

）。

し
か
し
可
能
性
か
ら
理
解
す
る
と
言
っ
て
も
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
構
造
と
は
本
質
的
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に

よ
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
人
間
の
可
能
性
を
静
的
に
、
お
そ
ら
く
は
連
続
性
に
お
い
て
捉
え
ま
し
た
が
、
実
存
的
に
は
捉
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
両
者
を
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
語
る
人
間

と
い
う
の
は
、
時
間
の
な
か
に
存
在
し
、
時
間
の
な
か
で
だ
け
可
能
性
は
現
実
化
し
ま
す
。
人
間
は
、
可
能
性
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る

時
つ
ね
に
、
す
で
に
あ
る
選
択
さ
れ
た
可
能
性
の
な
か
に
存
在
し
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
は
、
本
来
性
も
し
く
は
非
本
来
性
の
可
能
性
に

と
っ
て
の
決
断
で
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
人
間
理
解
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
体
系
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
デ
モ
ー

ニ
ッ
シ
ュ
な
世
界
の
諸
力
が
突
如
と
し
て
現
れ
る
危
険
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
ま
す

（D
BW

 10, 364

）。

ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
一
般
的
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
描
く
人
間
の
び
く
び
く
し
た
小
市
民
性
を
批
判
す
る
声
も
聞
か
れ
る
が
、

む
し
ろ
人
間
理
解
に
お
け
る
パ
ト
ス
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
よ
り
も
わ
ず
か
に
深
い
と
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
と
し
て
見
て
い
ま
す
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
語
る
人
間
は
、
良
心
に
呼
び
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
世
界
へ
の
頽
落
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
自
ら
の
負
い
目
、
生
の
無
性
を
引
き
受
け
、
死
へ
の
覚
悟
に
お
い
て
、
死
へ
の
存
在
を
生
き
る
の
で
す
。

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
確
か
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
真
の
実
存
理
解
へ
の
意
志
に
忠
実
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
ま
す
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

「
こ
の
諸
々
の
現
実
を
、
死
の
現
実
に
い
た
る
ま
で
、
認
識
し
つ
つ
わ
が
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
限
界
的

性
格
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
克
服
し
て
お
り
、
人
間
は
〔
限
界
と
し
て
の
〕
終
わ
り
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
存
在
の
成
就
、
つ
ま

り
全
体
性
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
悲
劇
的
に
孤
独
者
へ
と
自
ら
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
を
支
配
す
る
よ
う
に
な

る
」（D

BW
 10, 365

）。

し
た
が
っ
て
、
世
界
＝
内
＝
存
在
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
本
来
の
自
己
理
解
に
と
っ
て
は
何
の
意
味
も
な
く
、
人
間
に
つ
い
て
問
う
問

い
に
答
え
る
の
は
、
結
局
は
ま
た
、
人
間
自
身
と
な
る
と
言
う
の
で
す
。

「
こ
の
世
界
へ
の
頽
落
と
い
う
の
は
、
精
神
の
自
己
発
見
へ
の
通
路
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
人
間
が
こ
の
世
界
の
な
か
で

自
ら
の
実
存
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
は
世
界
を
力
ず
く
で
自
分
の
意
志
に
従
わ
せ
る
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
に
近
づ
い
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
他
方
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
理
性
批
判
第
一
版
の
カ
ン
ト
を
引
き
合
い
に
出
し

て
い
る
の
も）17
（

、
意
外
の
念
を
起
こ
さ
せ
な
い
」（D

BW
 10, 365f

）。

次
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
さ
ら
な
る
一
歩
を
踏
み
出
す
べ
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
る
テ
ィ
ッ
リ
ッ
ヒ
の

人
間
理
解
に
目
を
向
け
ま
す
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
も
、
人
間
は
自
己
に
つ
い
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
続
け
、
自
ら
の
実
存

の
不
確
か
さ
の
う
ち
に
あ
り
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
ま
す
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
述
べ
る
人
間
は
、
有
限
な
本
質
か
ら
し

て
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
は
自
己
の
本
質
に
到
達
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
か
ら
自
己
理
解
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
保
証
さ
れ
た

統
一
点
な
ど
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
（D

BW
 10, 366

）。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
人
間
は
、
世
界
を
支
配
す
る
主
と
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な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
も
の
は
、
根
本
的
に
存
在
の
根
底
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
る
も
の
は
、
無
限
な

る
も
の
に
よ
っ
て
、
疑
問
に
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
人
間
は
、
自
ら
の
限
界
に
立
ち
つ
つ
無
限
な
る
も
の
の
介
入
を
経
験
す
る
時
に

は
じ
め
て
、
自
ら
の
本
質
に
い
た
り
ま
す
。
人
間
は
〈
限
界
状
況
の
体
験
〉、
言
い
換
え
る
と
〈
絶
対
的
意
味
に
お
け
る
脅
威
〉
に
お
い

て
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
け
る
責
任
、
日
ご
と
の
生
活
に
お
け
る
無
責
任
さ
の
認
識
に
お
い
て
、
自
己
自
身
を
理
解
し
ま
す
。

人
間
は
そ
こ
か
ら
自
己
理
解
に
い
た
る
よ
う
な
統
一
点
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
の
脅
威
を
感
じ
つ
つ
も
、
自
由
な
も
の
と

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
本
来
的
存
在
に
と
っ
て
の
決
断
を
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
お
い
て
、
人
間
は
自
己
自
身
を
理
解
し
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
限
界
状
況
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
根
底
か
ら
否ナ

イ
ン定
の
下
に
立
つ
と
こ
ろ
で
、
自
ら
に
た
い
す
る
肯ヤ

ー定
が
聞
か
れ
る
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
際
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
す）18
（

。

こ
の
よ
う
な
人
間
理
解
は
、
限
界
か
ら
の
自
己
理
解
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教

宣
教
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
宗
教
的
内
容
は
「
神
や
キ
リ
ス
ト
で
さ
え
も
」）

19
（

、
断
念
さ
れ
て
い
ま

す
（D

BW
 2, 82., A

nm
. 15

）。
そ
の
た
め
「
彼
〔
人
間
〕
の
絶
対
性
に
お
け
る
肯
定
」
と
な
る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

「
絶
対
的
な
限
界

0

0

は
、
絶
対
者
そ
の
も
の
の
介
入
で
あ
る
。
絶
対
否
定
は
絶
対
肯
定
で
あ
る

0

0

。
人
間
は
自
ら
の
限
界
か
ら
自
己
を
理

解
す
る
。
見
た
と
こ
ろ
、
自
ら
の
可
能
性
か
ら
自
己
を
理
解
す
る
人
間
と
は
根
本
的
に
対
極
に
あ
る
。
自
分
自
身
の
な
か
に
自
ら
を

完
成
さ
せ
る
人
間
に
た
い
し
て
、
限
界
に
立
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
自
己
規
定
・
確
保
に
た
い
し
て
抗
議
す
る
人
間
が
、
立
ち
向

か
う
。
限
界
に
立
つ
人
間
は
、
根
本
的
に
プ
ロ
テ
ス
ト
す
る
人
間
で
あ
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 10, 367

）。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
内
容
を
断
念
し
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
然
の
光
（lum

en 

naturae

）、
つ
ま
り
自
然
的
認
識
可
能
性
が
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
言
い
ま
す
（D

BW
 2, 82., A

nm
. 15

）。
し
た
が
っ
て
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
に
お
い
て
は
、〈
限
界
〉
か
ら
の
人
間
の
自
己
理
解
の
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
や
は
り
〈
可
能
性
〉
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
、

と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
考
え
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
限
界
と
可
能
性
の
ど
ち
ら
か
ら
の
自
己
理
解
か
と
い
う
対
立
に
さ
ら
に
接
近
す
る
前
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
グ
リ
ー
ゼ

バ
ッ
ハ
の
他
者
を
視
野
に
入
れ
た
人
間
理
解
、
と
り
わ
け
そ
の
限グ

レ
ン
ツ
ェ界
の
理
解
に
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
対
話
主
義
に

お
い
て
は
、
具
体
的
な
〈
汝ド

ゥ
ー

〉
が
人
間
に
と
っ
て
の
限
界
だ
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
達
し
て
い
る
か
ら
で
す）20
（

 

。
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ

は
、
人
間
実
存
は
、
あ
る
汝
と
の
出
会
い
に
お
い
て
の
み
現
実
に
存
在
し
、
そ
こ
に
本
当
の
限
界
が
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
他
者

の
要
求
に
耐
え
抜
き
、
他
者
を
自
分
の
意
志
に
従
わ
せ
よ
う
と
は
せ
ず
に
、
対
話
の
な
か
に
入
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
い
ま
す
。

人
間
は
、
他
者
の
具
体
的
要
求
に
出
会
い
、
自
己
の
絶
対
化
に
陥
っ
て
い
る
自
分
を
か
き
乱
す
具
体
的
な
限
界
に
直
面
し
て
、
自
己
を
理

解
す
る
の
で
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
個
人
主
義
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ
の
意
志
を
高
く
評
価
し

な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
ま
す
。

「
し
か
し
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
自
分
自
身
の
代
わ
り
に
汝
を
絶
対
化
し
、
そ
れ
に
神
自
身
だ
け
に
権
利

が
あ
り
え
る
立
場
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
功
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
自
己
は
他
者
を
絶
対
と
し
、
他
者
を
そ

の
具
体
的
・
絶
対
的
な
限
界
と
し
て
承
認
す
る
の
だ
が
、
結
局
は
、
絶
対
的
な
汝
を
通
し
て
、
自
分
自
身
に
自
ら
の
絶
対
的
な
本
質

を
返
し
て
も
ら
う
た
め
な
の
だ
」（D

BW
 10, 368

）。
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よ
う
す
る
に
他
者
を
自
ら
の
限
界
と
し
て
出
会
う
と
い
っ
て
も
、
実
は
他
者
の
要
求
を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
も
相
対
的
な
も
の

と
す
る
こ
と
も
、
結
局
は
私
し
だ
い
な
の
で
あ
り
、
私
は
依
然
と
し
て
自
分
の
可
能
性
か
ら
し
て
他
者
の
主
に
な
っ
て
い
る
と
言
い
ま

す
。
こ
の
時
、
私
に
と
っ
て
の
限
界
で
あ
る
は
ず
の
他
者
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
分
で
何
と
で
も
設
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
限
界
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
な
汝
が
真
剣
に
限
界
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
時
に
、
い
か
に
し
て
〈
他
者
の
絶
対
化
〉
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
克
服
す
べ
き
課
題
と
な
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
る
個
々
の
哲
学
者
に
た
い
す
る
理
解
と
批
判
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
は
別
に
詳
細
な
議
論
が
必
要
だ

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
彼
の
問
題
意
識
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
よ
う
す
る
に
、
哲
学
に
お
い
て
見
ら
れ
る
人
間
を
そ

の
可
能
性
か
ら
で
は
な
く
限
界
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
試
み
に
た
い
し
て
は
、
決
定
的
な
抗
議
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い

る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
哲
学
に
お
い
て
〈
限
界
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
す

で
に
そ
の
向
こ
う
側
に
立
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
限
界
は
す
で
に
超
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
う

の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
周
知
の
よ
う
に
、
哲
学
史
を
ふ
り
返
れ
ば
、
例
え
ば
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
と
限
界
に
つ
い
て
の
深

い
思
索
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
自
由
と
い
う
も
の
を
実
存
と
知
の
限
界
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
見
た
パ
ウ
ル
・
リ
ク
ー
ル

（Paul Ricoeur 1913-2005

）
は
、
カ
ン
ト
を
「
限
界
を
考
え
た
哲
学
者
」
と
し
て
と
く
に
偉
大
で
あ
る
と
称
賛
し
て
い
ま
す）21
（

。
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
も
そ
の
点
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
に
敬
意
を
払
い
、
教
授
資
格
取
得
論
文
『
行
為
と
存
在
』
の
な
か
で
は
、
カ
ン
ト
と
後
の
観

念
論
者
と
を
区
別
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
三
〇
年
に
行
わ
れ
た
米
国
の
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
時
代
で
の
研
究
発
表
「
危
機
神
学

と
そ
の
哲
学
・
科
学
に
た
い
す
る
態
度
」（D

BW
 10, 434-449

﹇Eng.
﹈, 682-695

﹇G
er.

﹈）
の
な
か
で
も
要
約
的
に
語
っ
て
お
り
、〈
体

系
〉
と
い
う
も
の
を
批
判
す
る
文
脈
の
な
か
で
現
れ
ま
す
。
ル
タ
ー
と
同
様
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
体
系
を
書
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

に
よ
れ
ば
、
体
系
と
は
、
そ
の
基
礎
で
あ
り
中
心
で
あ
る
一
つ
の
こ
と
、
つ
ま
り
思
考
す
る
自
我
に
よ
っ
て
、
全
体
を
解
釈
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
観
念
論
は
こ
の
こ
と
を
人
間
の
自
律
と
自
由
の
証
拠
と
考
え
、
他
方
で
、
実
在
論
は
こ
の
結
論
を
回
避

し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
が
、
こ
の
事
実
を
認
め
、
そ
れ
を
人
間
の
明
確
か
つ
本
質
的
な
限
界
だ
と
す
る
哲
学
が
、
た
だ
一
つ
存
在
す

る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
バ
ル
ト
や
そ
の
支
持
者
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
だ
っ
た
と
。
バ
ル
ト
神
学
は
そ
の

当
初
か
ら
観
念
論
に
た
い
す
る
精
力
的
な
攻
撃
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
自
我
は
た
ん
に
反
省
と
し
て
で
は
な
く
、

ま
さ
に
創
造
的
自
我
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
自
我
は
、
自
我
に
よ
っ
て
創
ら
れ
、
統
治
さ
れ
る
世
界
の
中
心
に
立
ち
、
万

物
の
根
拠
と
同
一
視
さ
れ
ま
す
。
自
我
に
と
っ
て
限
界
は
存
在
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
は
、
創
造
的
自
我
の
円
周
の
な
か
に
引
き
込
ま
れ

ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
カ
ン
ト
を
そ
の
よ
う
な
観
念
論
者
と
は
区
別
し
、
批
判
哲
学
者
、
あ
る
い
は
超
越
論
的
哲
学
者

―
完

全
に
は
そ
う
は
見
な
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も

―
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
〈
超
越
論
的
〉（transzendental

）
と
い
う
こ
と
が
カ
ン
ト

に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
と
言
う
と
、
ヒ
ン
リ
ヒ
・
ク
ニ
ッ
タ
ー
マ
イ
ア
ー
（H

inrich K
nitterm

eyer 1891-1958

）
の
解
釈
に
従
っ

て）22
（

、
超
越
を
含
む
こ
と
で
は
な
く
、
超
越
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
彼
は
カ
ン
ト
の

超
越
論
的
哲
学
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

「
思
惟
は
、
超
越
を
内
包
す
る
行
為
で
は
な
く
、
そ
れ
と
関
わ
る
行
為
で
あ
る
。（･････

）
自
我
は
け
っ
し
て
自
我
そ
の
も
の
に
到

達
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
ら
を
知
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
自
ら
に
た
い
し
て
超
越
的
で
あ
り
続
け
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は

け
っ
し
て
静
的
・
客
体
的
で
は
な
く
、
つ
ね
に
行
為
で
あ
る
か
ら
だ
。
同
様
に
、
思
惟
は
け
っ
し
て
対
象
の
超
越
性
に
い
た
る
こ
と

は
な
い
。
思
惟
は
つ
ね
に
そ
の
方
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
超
越
は
け
っ
し
て
〈
客
体
〉
で
は
あ
り
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
〈
物
自
体
〉
と
超
越
論
的
統
覚
の
深
い
意
味
で
あ
る
。
思
惟
は
、
限
界
づ
け
ら
れ
て
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あ
り
、
二
つ
の
超
越
の
間
に
立
た
さ
れ
、
思
惟
は
そ
れ
ら
と
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
つ
ね
に
超
越
の
ま
ま
で
あ
り
続
け

る
」（D

BW
 10, 445

﹇Eng.

﹈, 691

﹇G
er.

﹈）。

し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
観
念
論
者
が
〈
物
自
体
〉
を
わ
き
へ
押
し
の
け
た
時
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
破
壊
し
て
し
ま
い
、
純

粋
行
為
の
哲
学
は
、
新
し
い
存
在
論
と
し
て
自
ら
を
証
し
た
と
考
え
ま
し
た
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

「
カ
ン
ト
は
、
人
間
の
思
考
を
新
し
く
建
て
直
す
た
め
に
、
そ
れ
を
制
限
づ
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
限
界
は
た

だ
、
こ
れ
ら
の
限
界
の
彼
方
か
ら
し
て
の
み
設
定
さ
れ
う
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
場
合
、
理
性
を
理
性
に
よ
っ
て
限
界
づ

け
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
理
性
が
そ
の
限
界
を
設
定
す
る
前
に
す
で
に
そ
れ
を
超
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提

す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」（D

BW
 10, 445

﹇Eng.

﹈, 691

﹇G
er.

﹈）。

つ
ま
り
カ
ン
ト
の
自
我
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
に
よ
る
自
己
理
解
は
、
理
性
が
自
己
に
た
い
し
て
設
定
し
た
限
界
か
ら
な
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
自
己
自
身
か
ら
の
自
己
理
解
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
哲
学
に
お
い
て
は
〈
限
界
〉

と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
る
真
の
意
味
に
お
い
て
は
限
界
と
見
な
し
え
な
い
の
で
す
。
人
間
が
そ

の
よ
う
な
限
界
か
ら
自
己
を
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
可
能
性
の
具
体
化
と
し
て
の
〈
業
〉
か
ら
自
己
を
理
解
し
て
い
る

と
考
え
る
か
ら
で
す
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

「
私
が
自
分
の
諸
可
能
性
を
考
え
な
が
ら
限
界
を
引
く
時

―
哲
学
に
お
い
て
は
そ
れ
以
外
の
方
法
で
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ

が

―
私
は
ま
さ
に
限
界
を
引
く
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
通
し
て
、
私
の
諸
可
能
性
の
無
限
性
を
証
明
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
も
は
や
後
戻
り
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（D

BW
 10, 368

）。

そ
れ
に
た
い
し
て
啓
示
に
お
い
て
は
、
こ
の
反
省
か
ら
外
へ
は
じ
き
出
さ
れ
、
自
ら
の
限
界
を
意
味
す
る
神
と
の
関
係
を
抜
き
に
人
間

に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
業
と
限
界
の
ど
ち
ら
か
ら
自
己
を
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
哲

学
的
人
間
学
と
神
学
的
人
間
学
を
分
か
つ
も
の
で
あ
り
、「
可
能
性
の
概
念
は

0

0

0

0

0

0

0

、
神
学
に
お
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
神
学
的
人
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

学
に
お
い
て
も

0

0

0

0

0

0

、
い
か
な
る
権
利
も
持
た
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 10, 373

）
と
言
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
神
学
で
あ
っ
て
も
啓
示

を
離
れ
て
可
能
性
が
権
利
を
持
つ
よ
う
な
、
形
而
上
学
な
い
し
自
然
神
学
に
た
い
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
性
の
概
念
が
神
学
的
人
間
学
の
な
か
に
入
り
込
む
の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
当
時

の
新
し
い
神
学
か
ら
、
カ
ー
ル
・
ホ
ル
（K

arl H
oll 1866-1926

）
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
（Friedrich G

ogarten 1887-

1967

）
を
例
に
考
察
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
神
学
に
お
い
て
は
た
だ
神
の
前
で
の
み
人
間
に
関
す
る
問
い
が

立
て
ら
れ
る
べ
き
で
す
（D

BW
 10, 369

）。
こ
こ
で
人
間
は
、
ま
っ
た
く
自
己
自
身
か
ら
も
ぎ
離
さ
れ
、
全
体
と
し
て
神
の
前
に
引
き

出
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
自
ら
の
基
礎
づ
け
を
自
己
自
身
か
ら
で
は
な
く
、
神
か
ら
得
る
の
で
あ
り
、
人
間
が
自
己
を
理
解
す
る
統
一
点

は
、
神
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
人
間
が
た
だ
神
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
自
己
を
理

解
す
る
と
す
れ
ば
、
神
は
何
ら
か
の
方
法
で
人
間
に
お
い
て
自
ら
を
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

ル
タ
ー
派
神
学
者
カ
ー
ル
・
ホ
ル
の
場
合
、
そ
れ
を
良
心
に
求
め
ま
す
。
こ
こ
で
神
と
の
直
接
の
関
係
が
与
え
ら
れ
、
人
間
は
自
己
の

な
か
に
神
を
見
出
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
、
神
と
出
会
う
自
ら
の
良
心
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
理
解
す
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る
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
（dialektische �

eologie

）
の
側
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

弁
証
法
神
学
（
危
機
神
学
）
と
い
う
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
運
動
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う

西
欧
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
精
神
的
・
文
化
的
危
機
を
体
験
し
て
書
か
れ
た
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』（
初
版
は
一
九
一
九
年
、
全
面
改
訂
の
第

二
版
は
一
九
二
二
年
に
出
版
）
に
そ
の
出
発
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
運
動
は
人
間
的
体
験
や
内
面
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
神
の
自
己
啓
示
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
、
人
間
は
罪
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
神
を
語
り
え
ず
、
た
だ
神
の
語
り
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る

の
み
だ
と
し
て
、
神
の
言
葉
に
目
を
向
け
さ
せ
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
神
と
人
間
と
の
〈
連
続
性
〉
と
い
う
も
の
は
否
定
さ
れ
、〈
質
的

差
異
〉
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
バ
ル
ト
の
他
の
危
機
神
学
者
で
は
、
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
、
エ
ー
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
ト
ゥ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
（Eduard 

�
urneysen 1888-1974

）、
ル
ド
ル
フ
・
カ
ー
ル
・
ブ
ル
ト
マ
ン
（Rudolf K

arl Bultm
ann 1884-1976

）、
エ
ミ
ー
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー

（Em
il Brunner 1889-1966

）
ら
が
有
名
で
す
が
、
後
に
彼
ら
は
啓
示
理
解
を
め
ぐ
る
対
立
か
ら
分
裂
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
一
九
三
四
年
に
バ
ル
ト
と
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
間
で
起
こ
っ
た
有
名
な
「
自
然
神
学
論
争
」）23
（

に
つ
い
て
ふ
れ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
人
間
の
な
か
の
〈
神
の
か
た
ち
（
像
）〉（im

ago dei

）
が
、
ア
ダ
ム
の
堕
罪

後
も
人
間
の
自
然
的
素
質
と
し
て
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
堕
罪
後
の
人
間
に
つ
い
て
の
議
論
で
す
。
バ
ル
ト
が
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
以
外
に
人
間
の
救
い
の
可
能
性
は
な
く
、
神
の
か
た
ち
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
に
た
い
し

て
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
、
神
の
か
た
ち
は
実
質
的
に
失
わ
れ
て
い
る
が
形
式
的
に
は
残
っ
て
い
る
と
反
論
し
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
が
言
語
能

力
を
持
ち
、
ま
た
神
の
呼
び
か
け
に
た
い
す
る
責
任
応
答
性
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
神
の
救
い
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
は
ず
で
、
そ
れ
が
形
式
的
な
〈
神
の
か
た
ち
〉
で
あ
り
、
神
の
救
い
と
人
間
の
、
い
わ
ば
〈
結
合
点
〉
で
あ
る
、
と
主
張
し
ま
す
。
一

方
で
バ
ル
ト
は
、
神
の
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
能
力
で
さ
え
人
間
に
生
得
の
も
の
で
は
な
く
、
神
の
啓
示
と
聖
霊
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

新
し
く
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
神
を
認
識
す
る
能
力
を
生
得
的
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
を
抜

き
に
し
て
も
神
の
認
識
が
可
能
な
自
然
神
学
に
陥
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
す
。

話
を
も
と
に
戻
す
と
、
し
た
が
っ
て
、
な
ぜ
バ
ル
ト
ら
の
立
場
か
ら
ホ
ル
の
良
心
理
解
が
批
判
さ
れ
る
か
と
言
う
と
、
罪
人
と
し
て
の

人
間
は
有
限
の
本
質
に
よ
っ
て
、
無
限
者
た
る
神
と
直
接
結
び
つ
く
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す）24
（

。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ボ

ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
見
解
を
同
じ
く
し
、
ホ
ル
の
人
間
理
解
の
試
み
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

「
人
間
は
、
保
証
の
な
い
こ
と
を
望
ま
ず
、
少
な
く
と
も
自
己
理
解
を
通
し
て
身
を
守
り
た
い
と
欲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局

は
、
神
の
栄
光
を
不
法
に
わ
が
も
の
と
す
る
」。
だ
が
そ
う
で
は
な
く
、「
人
間
は
、
自
ら
の
絶
対
的
な
限
界
か
ら
や
っ
て
来
る
、
つ

ま
り
外
か
ら
や
っ
て
来
る
神
の
言
葉
か
ら
し
て
、
そ
の
つ
ど
新
た
に
自
己
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 10, 371

）。

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
る
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
の
限
界
理
解
と
の
取
り
組
み
を
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ゴ
ー
ガ
ル

テ
ン
は
、
バ
ル
ト
と
同
じ
く
弁
証
法
神
学
の
創
設
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
後
に
人
格
主
義
的
な
啓
示
理
解
へ
と
進
み
、
民
族
主

義
と
ナ
チ
ズ
ム
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
三
〇
年
の
時
点
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
注
目
し
た
の
は
、
そ
の
前
年
に
雑

誌
『
時
の
間
』（Zw

ischen den Zeiten

）
に
発
表
さ
れ
た
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
の
論
文
「
あ
る
神
学
的
人
間
学
の
問
題
」（
一
九
二
九
年
））25
（

で

示
さ
れ
た
人
間
理
解
で
す
。
そ
こ
で
彼
は
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ
と
同
様
に
、
具
体
的
な
汝
（D

u

）
を
人
間
の
限
界
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と

か
ら
出
発
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
人
間
の
実
存
は
、
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
歴
史
的
な
汝
に
よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
時
に
は
じ

め
て
把
握
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
の
代
わ
り
に
現
れ
る
の
が
隣
人
で
す
。

こ
う
し
た
理
解
に
た
い
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
隣
人
の
な
か
に
神
の
絶
対
性
要
求
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
啓
示
の
神
学
か
ら
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世
界
内
的
倫
理
へ
と
滑
り
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
人
間
が
隣
人
の
要
求
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
聞
く
の

は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
絶
対
的
な
要
求
が
彼
に
降
り
か
か
り
、
ま
た
そ
れ
が
、
彼
の
自
分
自
身
に
た
い
す
る
問
い
に
答
え
を
与
え

た
時
だ
け
で
あ
る
」（D

BW
 10, 372

）
と
主
張
し
ま
す
。
も
し
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
に
従
う
と
す
れ
ば
、「
啓
示
と
は
独
立
し
て
、
人
間
の
自

己
理
解
と
い
う
も
の
が
も
う
ひ
と
つ
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
関
す
る
問
い
は
、
内
在
的
に
答
え
ら
れ
る
こ
と
が
で

き
る
」（D

BW
 10, 372

）
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
の
い
う
限
界
も
ま
た
、
現
実
的
な
啓
示
の
限
界
と
は

見
な
し
え
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
自
ら
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
す
べ
て
の
限
界
は
、
そ
れ
を
超
え
て
ゆ
く
可
能
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
考
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
限
界
か
ら
自
己
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
間
も
、
結
局
は
自
分
の
諸

可
能
性
か
ら
自
己
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
の
で
す
。
そ
こ
で
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
可
能
性
の
概
念
を
神
学

か
ら
排
除
す
る
時
、
真
の
限
界
を
意
味
す
る
神
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
、
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
〈
汝
〉
が
真
剣
に
自
ら
の
限
界
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
場
合
、
い
か
に
し
て

〈
汝
〉
が
他
律
的
な
強
大
な
力
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
う
る
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
の
克

服
す
べ
き
課
題
と
な
っ
た
の
で
す
。

第
三
節　

限
グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
人
間

一　
『
創
造
と
堕
落
』（
一
九
三
三
年
）
に
見
る
聖
書
的
・
宗
教
改
革
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
人
間
学

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
人
間
の
能
力
の
限
界
を
意
味
す
る
〈
周
辺
の
限グ

レ
ン
ツ
ェ界

〉
か
ら
目
を
転
じ
、
人
間
に
と
っ
て
本
当
に
越
え
て
は
な
ら
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

な
い
〈
中
心
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界

〉
に
つ
い
て
は
じ
め
て
口
に
し
た
の
は
、
一
九
三
二
年
冬
学
期
の
旧
約
聖
書
講
義
「
創
造
と
罪
」
に
お
い
て
で
し

た
。
そ
れ
は
ヒ
ト
ラ
ー
＝
パ
ー
ペ
ン
内
閣
が
発
足
し
、
ベ
ル
リ
ン
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
首
都
と
な
る
ま
さ
に
そ
の
時
と
重
な
り
ま
す
。

一
九
三
二
年
に
ナ
チ
ス
は
議
会
の
二
三
〇
議
席
を
獲
得
し
て
政
治
の
実
権
を
握
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
、
ド
イ
ツ
福
音
主
義
教
会

内
の
一
部
が
キ
リ
ス
ト
教
を
ナ
チ
ズ
ム
に
結
び
つ
け
る
意
志
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
翌
年
一
月
三
〇
日
に
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
第
三

帝
国
首
相
の
地
位
を
獲
得
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
一
日
お
い
た
二
月
一
日
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
「
若
き
世
代
の
指
導
者
概
念
の
変
革
」
と

い
う
ラ
ジ
オ
講
演
を
行
い）26
（

、
最
近
の
〈
指フ

ュ
ー
ラ
ー
導
者
〉
理
念
の
二
義
性
に
注
目
し
、
そ
れ
が
悪
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
偶
像
崇
拝
に
い
た
ら

ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
ま
す）27
（

。
こ
の
放
送
は
当
局
の
手
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
、
す
で
に
こ
の
時
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

は
、
反
ナ
チ
ス
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
背
景
の
下
、
彼
の
「
創
造
と
罪
」
に
つ
い
て
の
講
義
が
行
わ

れ
、
そ
の
内
容
は
一
九
三
三
年
に
『
創
造
と
堕
落
』
と
改
名
し
て
出
版
さ
れ
ま
す）28
（

。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に

あ
っ
て
は
、
も
は
や
表
現
の
自
由
な
ど
保
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
際
に
は
、
厳
し
く
制

限
さ
れ
た
な
か
で
記
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
に
、
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

『
創
造
と
堕
落
』
は
創
世
記
第
一
章
か
ら
第
三
章
の
神
学
的
釈
義
を
行
っ
た
も
の
で
、
こ
の
著
で
と
く
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
聖
書
的
・
宗
教
改
革
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
人
間
学
、
す
な
わ
ち
堕
罪
後
の
人
間
の
状
態
で
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
西
欧

に
展
開
さ
れ
た
宗
教
改
革
は
ル
タ
ー
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
が
罪
深
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
罪
深
さ
が
教
会
の
提
供
す
る
恩

寵
手
段

―
例
え
ば
贖
宥
状

―
を
も
っ
て
は
解
消
し
え
な
い
と
い
う
ル
タ
ー
自
身
の
体
験
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
聖
パ
ウ
ロ
（Paulos  

? - c.65

）
の
再
発
見
を
通
し
て
、「
恩
寵
の
み
」「
信
仰
の
み
」「
聖
書
の
み
」
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
い
う
理
解
に
い
た
り
、「
義
人
に

し
て
同
時
に
罪
人
」
と
い
う
義
認
論
を
唱
え
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
Ｈ
・
Ｅ
・
テ
ー
ト
も
言
う
よ
う
に）29
（

、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
時
代

に
は
、
そ
う
し
た
罪
論
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
は
な
く
、
む
し
ろ
混
乱
し
た
社
会
的
・
政
治
的
状
況
に
直
面
し
て
、
自
然
に
内
在
す
る
秩
序
を
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見
る
〈
創
造
の
秩
序
〉（Schöpfungsordnung

）
と
い
う
概
念
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、〈
創
造
の
秩
序
〉
に
お
い
て
は
、
も
は
や
人
間
は
単
純
に
神
の
よ
き
創
造
に
お
け

る
よ
き
創
造
物
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
罪
人
と
し
て
堕
罪
後
の
世
界
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
懸
念
を
抱
き
ま
し
た
。
一
九
三
二
年
四
月
に
行
っ
た
「
世
界
教
会
青
年
活
動
の
た
め
の
神
学
会
議
報
告
」（D

BW
 11, 317-327

）

の
な
か
で
も
、〈
創
造
の
秩
序
〉
を
退
け
て
、〈
保
持
の
秩
序
〉（Erhaltungsordnung

）
と
い
う
概
念
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
要
請
し
て

い
ま
す
。
こ
の
概
念
は
、
神
の
保
持
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
秩
序
は
キ
リ
ス
ト
に
向
け
ら
れ
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
ゆ
え
に
保
持
さ
れ
て
い

る
と
唱
え
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
に
目
が
向
け
ら
れ
、
す
べ
て
所
与
の
も
の
は
た
だ
神
に
よ
っ
て
の

み
、
そ
の
恵
み
と
怒
り
の
な
か
で
保
持
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
〈
創
造
の
秩
序
〉
の
概
念
に
お
い
て
は
、
諸
秩
序

や
所
定
の
事
柄
と
い
っ
た
も
の
が
原
罪
以
前
の
姿
を
と
ど
め
、
そ
れ
自
体
と
し
て
「
と
て
も
よ
い
」）30
（

と
見
な
さ
れ
て
い
る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
懸
念
し
て
い
ま
す
（D

BW
 11, 324

）。
こ
の
よ
う
に
堕
罪
を
真
剣
に
受
け
と
め
ず
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
救
世
主
キ
リ
ス
ト

を
抜
き
に
し
て
世
界
を
理
解
す
る
よ
う
な
概
念
は ）31
（

、
彼
に
と
っ
て
退
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。

と
い
う
の
も
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
被
造
物
は
歴
史
的
に
堕
落
し
て
お
り
、
堕
罪
以
後
は
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
た
め

に
、
終
末
に
向
け
て
保
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
が
自
然
に
つ
い
て
獲
得
さ
れ
た
科
学
的
知
識
を
い
っ
さ
い
退
け
、
聖
書

原
理
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
神
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
二
つ
の
書
物
の
一
方
で
あ
る
〈
聖
書
〉
に

よ
っ
て
、
他
方
の
〈
自
然
〉
と
い
う
書
物
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。
当
時
ナ
チ
ス
は
、〈
血
〉〈
大
地
〉〈
生
存
圏
〉
と
い
っ

た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
ま
し
た
が
、
ナ
チ
ス
に
追
随
し
た
神
学
者
の
多
く
が
、
こ
の
〈
創
造
の
秩
序
〉
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。
自
然
に
内

在
す
る
秩
序
や
生
命
法
則
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
、
時
と
し
て
民
族
に
固
有
な
エ
ー
ト
ス
と
い
う
も
の
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
倫
理
は
、
自
ら
が
恣
意
的
に
定
め
た
境
界
に
基
づ
い
て
、
た
だ
自
己
拡
大
の
た
め
の
要
求
を
正
当
化
す
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

る
危
険
に
も
つ
な
が
り
え
た
の
で
し
た
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
限

グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界
と
人
間
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
と
り
わ
け
彼
が
学
び
後
に
教
壇
に
立
っ
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
時
代
に
集

中
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
台
頭
し
た
ナ
チ
党
が
躍
進
し
、
つ
い
に
政
権
掌
握
に
い
た
り
、
権
力
を
増
大

さ
せ
て
ゆ
く
時
期
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
当
時
ド
イ
ツ
国
民
の
大
半
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
歓
迎
し
ま
し
た
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
神
の
言
葉

に
基
づ
く
神
学
は
、
最
初
か
ら
〈
国
民
的
高
揚
〉
の
陶
酔
に
た
い
し
て
距
離
を
お
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
人
間
学
は
自
ら
の
限

グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界

へ
の
眼
差
し
を
欠
い
た
ナ
チ
ズ
ム
と
は
相
対
す
る
も
の
で
し
た
。
ナ
チ
ス
は
〈
民
族
〉（Volk

）
と
い
う
曖
昧
な
概
念
を
前
面
に
押
し
出

し
て
恣
意
的
な
境
界
線
を
引
き
ま
し
た
が
、
そ
の
彼
方
の
も
の
い
っ
さ
い
を
否
定
す
る
と
い
う
傾
向
が
、
ナ
チ
ス
運
動
に
は
内
在
し
て
い

ま
し
た
。
彼
ら
の
定
め
た
境
界
を
破
壊
す
る
最
大
の
脅
威
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
い
う
〈
国
際
主
義
者
〉、
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
人
と
共
産
主
義

者
に
ほ
か
な
ら
ず
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
し
た
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
は
、
東
方
へ
の
生
存
圏
（Lebensraum

）
の
拡
大
を
主

張
し
、
他
国
に
と
っ
て
の
境
界
を
侵
犯
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
策
が
、
と
く
に
第
三
帝
国
の

前
半
期
に
は
、
大
多
数
の
ド
イ
ツ
国
民
に
と
っ
て
輝
か
し
い
成
功
を
意
味
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
に
お
い
て

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
見
逃
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
悪
が
一
大
仮
装
を
し
て
現
れ
出
た
状
況
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
こ

と
に
い
ち
早
く
気
づ
き
、
事
態
を
重
く
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
び
と
だ
け
で
し
た
。

二　
〈
周
縁
の
限グ

レ
ン
ツ
ェ界
〉
と
〈
中
心
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界
〉

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
『
創
造
と
堕
落
』
の
な
か
で
、
創
造
の
世
界
の
中
心
は
神
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
神
か
ら
神
に
向
け
て
、
つ
ま
り
中
心
か
ら
中
心
に
向
け
て
秩
序
づ
け
ら
れ
、
互
い
に
調
和
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
創
世
記
第
三
章

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
エ
デ
ン
の
園
の
中
心
に
は
〈
生
命
の
樹
〉
と
〈
善
悪
の
知
識
の
樹
〉
が
立
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
生
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命
の
樹
が
中
心
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
神
か
ら
来
る
生
命
が
中
心
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
生
命
を
与
え
る
神
が
中
心
に
い
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ダ
ム
の
支
配
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
世
界
の
中
心
に
は
、
ア
ダ
ム
自
身
で
は
な
く
、
神
が
立
ち
、
ア
ダ

ム
の
生
は
、
こ
の
中
心
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
生
命
が
来
る
中
心
の
周
囲
を
絶
え
ず
回
転
し
て
い
る
と
言

い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
人
間
の
特
徴
で
す
。

こ
の
中
心
か
ら
実
を
取
っ
て
食
べ
る
こ
と
は
死
を
意
味
し
、
神
に
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
人
間
の
境
界
は

0

0

0

0

0

0

、
人
間
の

0

0

0

現
存
在
の
中
心
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 3, 80

）
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
中
心
の
生
命
の
周
囲
を
絶
え
ず
回
る
人
間
に
と
っ
て

本
当
に
侵
し
て
は
な
ら
な
い
境
界
は
、〈
周
縁
〉
に
で
は
な
く
〈
中
心
〉
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
述
べ
た
の

が
、〈
周
縁
の
限
界
〉（G

renze am
 Rand

）
と
〈
中
心
の
境
界
〉（G

renze in der M
itte

）
と
い
う
表
現
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考

え
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
周
縁
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
限グ

レ
ン
ツ
ェ界

と
は
、
人
間
の
性
質
（Bescha�enheit

）
の
限
界
、
す
な
わ
ち
人
間
の
技
術

の
限
界
で
あ
り
、
人
間
の
可
能
性
の
限
界
で
す
。
一
般
に
、
人
間
に
は
宇
宙
の
始
ま
り
や
果
て
と
い
う
限
界
、
あ
る
い
は
死
と
い
っ
た
限

界
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
限
界
は
、
そ
れ
が
限

界
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
時
に
は
〈
す
で
に
超
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
限
界
〉
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
周
縁
の
限
界
の
認
識
に
お
い

て
は
、
つ
ね
に
内
的
な
無
限
界
性
が
と
も
な
う
と
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
た
い
し
て
中
心
に
位
置
す
る
境グ

レ
ン
ツ
ェ界
は
、「
人
間
の
現
実

0

0

の
境
界
で
あ
り
、
人
間
の
現
存
在
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
境
界
」（
傍
点
原
著
）

（D
BW

 3, 80

）
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
中
心
の
境
界
の
認
識
は
、
人
間
の
現
存
在
全
体
を
、
人
間
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
行
動
を
限

界
づ
け
る
も
の
で
す
。
よ
う
す
る
に
そ
の
中
心
は
、
そ
こ
か
ら
し
て
わ
れ
わ
れ
の
実
存
を
基
礎
づ
け
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
〈
現
実
〉

を
構
成
す
る
も
の
で
す
。『
創
造
と
堕
落
』
の
編
者
の
理
解
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
中
心
の
境
界
は
、
直
線
の
真
ん
中
が
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
円
の
中
心
、
あ
る
い
は
、
空
間
内
の
あ
ら
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
一
点
に
お
け
る
統
合
と
い
っ
た
ほ
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

う
が
近
い
と
言
い
ま
す
（D

BW
 3, 154f.

）。
こ
こ
で
は
外
側
に
位
置
す
る
よ
う
な
限
界
は
視
野
に
な
く
、
唯
一
の
も
の
、
ほ
か
な
ら
ぬ

宇
宙
の
中
心
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
す
。
ま
た
さ
ら
に
、
編
者
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
次
の
よ
う
な
記
述
を
参
照
に
附
し
て
い
ま

す
（D

BW
 3, 155

）。「
い
わ
ば
神
は
い
た
る
と
こ
ろ
の
中
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
の
周
囲
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
は
特
定
し
え
な
い
」）

32
（

。

こ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
円
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ど
こ
を
と
っ
て
も
中
心
で
あ
る
よ
う
な
無
限
の
球
体
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
い
た
る
と
こ
ろ
の
中
心
は
神
で
あ
り
、
越
え
入
っ
て
は
な
ら
な
い
境
界
で
す
。
そ
の
周
り
を
ア
ダ
ム
の
生
は
回
る
の
で
す
。

三　

堕
罪
と
救
済 

（
一
）
神
の
か
た
ち

し
か
し
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
、
中
心
の
境
界
に
踏
み
入
っ
て
罪
に
堕
ち
ま
す
。
つ
ま
り
、
蛇
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
知
識
の
樹
か
ら
実
を

食
べ
、
善
悪
を
知
る
能
力
を
手
に
入
れ
ま
す）33
（

。
善
と
悪
を
知
っ
て
〈
神
の
よ
う
に
〉
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
死
で
あ
り
、
い
ま
や
人
間
は
、

「
神
か
ら
の
生
命
な
し
に
神
の
前
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 3, 132

）。
こ
の
死
に
よ
っ
て
、
原
初
の
〈
神
の
か
た
ち
〉
と
し

て
の
人
間
は
見
失
わ
れ
ま
す
。
神
は
「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
」（
創
世
記 

一
章
二
六
節
）
と
言
わ
れ
た
と

聖
書
は
伝
え
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
こ
で
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉
と
い
う
第
一
人
称
複
数
形
に
注
目
し
て
い
ま
す
。

唯
一
絶
対
神
で
あ
る
は
ず
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
、
な
ぜ
複
数
形
な
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
ミ
ル
ト
ス
版
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
対
訳
シ
リ
ー
ズ
の

注
釈
は
、（
ａ
）
神
が
天
使
に
呼
び
か
け
た
（
ｂ
）
大
地
に
呼
び
か
け
た
（
ｃ
）
神
の
尊
厳
を
表
す
複
数
形
（
ｄ
）
神
と
人
と
の
共
同
作

業
と
い
う
四
つ
の
解
釈
を
あ
げ
て
い
ま
す
が）34
（

、
他
に
も
諸
説
が
あ
り
ま
す）35
（

。

で
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
、
二
者
の
関
係
性
と
い
う
も
の
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
人
間
は
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〈
自
由
〉
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
創
造
主
に
似
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
で
は
、
自
由
と
は
何
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
創
造
者
が
そ
の

か
た
ち
を
地
上
に
創
造
し
た
、〈
創
造
さ
れ
た
自
由
〉
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、「
聖
書
の
用
語
と
し
て
は
、
人
間
が
自
分
の
た
め
に
所
有

し
て
い
る
何
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
の
た
め
に
所
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」（D

BW
 3, 58

）。
よ
う
す
る
に
自
由
と
は
、
所
有
物

で
も
、
現
存
す
る
も
の
で
も
、
客
体
で
も
、
あ
る
い
は
存
在
の
た
め
の
形
態
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
れ
は
二
者
間
の
〈
関
係
〉
で

あ
り
、
自
由
で
あ
る
と
は
、「
他
者
の
た
め
に
自
由
で
あ
る
」（D
BW

 3, 59

）
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て

の
み
私
は
自
由
な
の
で
あ
り
、
自
由
と
は
、
他
者
に
よ
っ
て
私
に
起
こ
る
出
来
事
な
の
で
す
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
ど
こ
か

ら
知
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。

「
神
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
人
間
の
た
め
に
自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
神
は
自
分
の
自
由
を
自
分
の
た
め
に
留
保
し
な
い
が
ゆ
え
に
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、〈･･････
の
た
め
に
自
由
で
あ
る
〉
と
い
う
自
由
に
つ
い
て
の
思
惟
し
か
存
在
し
な
い
」（D

BW
 3, 59

）。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
そ
の
著
『
キ
リ
ス
ト
論
』（
一
九
三
三
年
））36
（

の
な
か
で
も
、「
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に

お
い
て
人
と
な
る
以
前
に
は
、（･･････

）
神
に
つ
い
て
も
人
間
に
つ
い
て
も
、
何
も
知
り
え
な
い
」（D

BW
 12, 339

）
と
述
べ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
神
が
謙
り
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
自
ら
を
啓
示
す
る
と
い
う
す
ぐ
れ
て
一
回
的
な
事
柄
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
〈
神
の
か

た
ち
〉
に
つ
い
て
知
る
、
と
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
創
造
主
と
被
造
物
の
自
由
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
創
造
さ
れ
た

も
の
が
他
の
創
造
さ
れ
た
も
の
と
関
係
し
、
人
間
が
人
間
の
た
め
に
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
相
違
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
か

ら
人
間
へ
と
垂
直
方
向
に
示
さ
れ
た
〈
自
由
〉
に
お
け
る
関
係
性
を
、
人
間
相
互
と
い
う
水
平
方
向
に
お
い
て
、
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

い
の
で
す
。
こ
の
関
係
を
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
関
係
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
聖
書
に
よ
れ
ば
、
神
は
人

間
を
ひ
と
り
の
男
と
ひ
と
り
の
女
と
に
創
造
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
人
間
と
い
う
も
の
は
ひ

と
り
で
は
な
くツ

ヴ
ァ
イ
ハ
イ
ト

一
対
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
他
者
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
被
造
物
性
が
存
立
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 

3, 60

）
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
〈
即
自
か
つ
対
自
的
に
存
在
す
る
〉（A

n-und-für-sich-sein

）
と

い
っ
た
〈
存
在
の
類
比
〉（analogia entis

）
に
お
い
て
で
は
な
く
、〈
関
係
の
類
比

0

0

0

0

0

〉（analogia relationis

）
に
お
い
て
神
に
似
て
い

る
の
で
あ
り
（D

BW
 3, 60f.

）、
二
者
間
の
関
係
性
に
お
い
て
〈
他
者
の
た
め
に
自
由
〉
で
あ
る
こ
と
が
、〈
神
に
か
た
ど
っ
て
〉
と
い

う
こ
と
の
し
る
し
だ
と
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
言
う
自
由
と
は
、
一
般
的
な
理
解
か
ら
す
る
と
ま
っ
た
く
逆
説

的
で
す
が
、
神
と
隣
人
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
主
義
的
に
考
え
ら
れ
た
自
由
と
は
お
よ
そ

異
な
る
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
自
由
と
い
う
も
の
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
個
人
の
権
利
を
侵
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
社
会
的
自

由
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
感
性
的
欲
望
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
理
性
的
な
道
徳
律
に
服
す
る
と
い
う
倫
理
的
自
由
、
ま
た
自
分
の
行
為
を

自
由
に
決
定
で
き
る
自
発
性
と
し
て
の
〈
意
志
の
自
由
〉
や
、
ま
た
ル
タ
ー
の
有
名
な
〈
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
〉）37
（

の
よ
う
に
、
自
由
な
主

人
で
あ
る
と
同
時
に
奉
仕
す
る
僕
で
あ
る
と
い
う
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
自
由
な
ど
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
（Friedrich W

ilhelm
 Joseph von Schelling 1775 -1854

）
は

そ
の
著
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』（Ü

ber das W
esen der m

enschlichen Freiheit, 1809

）
に
お
い
て
、
悪
の
可
能
性
の
う
ち
に
こ
そ
自

由
の
可
能
性
を
見
て
い
ま
す
。
人
間
が
創
造
の
最
初
の
日
と
同
じ
く
新
た
に
悪
の
行
為
に
踏
み
出
し
う
る
と
す
る
思
想
に
は
後
の
実
存

主
義
の
先
駆
的
形
態
が
あ
る
と
言
え
ま
す
が
、
そ
う
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
堕
罪
を
も
冒
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
由
と
、
ボ

ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
〈
他
者
の
た
め
の
自
由
〉
と
で
は
、
ほ
と
ん
ど
対
照
的
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
言
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う
と
、
彼
は
『
創
造
と
堕
落
』
の
な
か
で
悪
の
起
源
に
関
し
て
（D

BW
 3, 96�.

）、
単
純
に
神
の
敵
と
し
て
悪
魔
を
引
き
合
い
に
出
し
た

り
、
ま
た
同
様
に
、
人
間
が
善
と
悪
を
行
う
自
由
を
た
だ
誤
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
記
事
の

前
後
の
文
脈
は
完
全
に
曲
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
む
し
ろ
聖
書
の
物
語
の
特
徴
と
本
質
は
、
す
べ
て
の
出

来
事
が
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
の
な
か
で
演
じ
ら
れ
る
と
い
う
事
実
と
、
ま
た
こ
の
不
可
解
な
出
来
事
を
理
解
で
き
る
よ
う
に

〈
急
場
を
救
う
悪
魔
〉（diaboli ex m

achina

）
を
活
動
さ
せ
な
い
と
い
う
事
実
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
ま
た
次
の

よ
う
に
も
述
べ
て
い
ま
す
。

「
神
学
の
問
題
は
、
悪
の
起
源
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
十
字
架
に
よ
る
悪
の
現
実
的
な
克
服
に
目
を
向
け
る
。
そ
れ
は
罪
の
赦
し
に

つ
い
て
問
い
、
堕
罪
し
た
世
界
の
和
解
に
つ
い
て
問
う
」（D

BW
 3, 113

）。

こ
う
し
た
考
え
か
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
そ
の
後
も
第
三
期
の
著
『
倫
理
』
の
な
か
で
キ
リ
ス
ト
に
服
従
す
る
こ
と
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
、
さ
ら
に
自
由
概
念
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
良
心
論
に
お

い
て
詳
し
く
取
り
上
げ
ま
す
。

（
二
）
堕　

罪

―
〈
中
心
の
境
界
〉
の
侵
犯

―

（
ａ
）
自
ら
を
〈
現
実
〉
の
中
心
に
据
え
た
堕
罪
後
の
人
間

―
〈
分
裂
〉
を
特
徴
と
す
る
人
間

―

聖
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
神
の
言
葉
に
叛
い
て
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
中
心
の
境
界
に
踏
み
入
り
、
善
と
悪
の
知
識
の
実
を
食
べ
ま
し
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
罪
に
堕
ち
た
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
釈
義
に
よ
れ
ば
、
い
ま
や
〈
目
が
開
い

た
〉
ア
ダ
ム
は
、
中
心
か
ら
の
神
の
声
に
自
由
な
服
従
を
も
っ
て
答
え
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
根
源
と
し
、
自
ら
の
生
の
創
造
主
た
る

こ
と
を
欲
し
、
自
ら
が
世
界
の
中
心
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
限
界
を
知
ら
ぬ
行
い
、
自
律
存
在
で
あ
り
、〈
独
在
〉（A

lleinsein

）
す

る
も
の
と
し
て
、〈
神
の
か
た
ち
〉
と
対
立
し
ま
す
。
彼
は
、
堕
罪
後
の
人
間
ア
ダ
ム
に
、
独
り
で
存
在
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
こ

の
独
在
と
い
う
特
徴
を
見
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
す
で
に
第
一
期
の
著
『
行
為
と
存
在
』（
一
九
三
一
年
）
の
な
か
で
も
論
じ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
孤
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

「
人
間
は
、
神
と
の
交ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

わ
り
か
ら
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
と
の
交
わ
り
か
ら
、
自
ら
を
引
き
ず
り
出
し
、
い
ま
や
独
り
で
立
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
非
真
理
の
な
か
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
独
り
き
り
で
立
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
世
界

は
〈
彼
の
〉
世
界
で
あ
り
、〔
被
造
物
と
し
て
交
わ
り
の
な
か
に
〕
共

ミ
ッ
ト
メ
ン
シ
ュ

に
い
る
人
間
は
、
事
物
の
世
界
の
な
か
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た

（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
〈
共ミ

ッ
ト
ザ
イ
ン

存
在
〉
を
参
照
の
こ
と
）。〔
い
ま
や
〕
神
は
宗
教
上
の
対
象
物
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
人
間
自
身
は
し

か
し
、
自
分
自
身
の
創
造
者
か
つ
主
人
と
な
り
、
自
分
自
身
を
わ
が
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
自
ら
の
認
識
に
お
い
て
い
ま
や

独
り
で
始
め
、
終
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
事
柄
に
即
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
は
た
ん
に
、
そ
し
て
ま
っ

た
く
〈
独
り
で
〉
赤
裸
々
な
独
断
の
虚
偽
の
な
か
に
い
る
か
ら
で
あ
る
」（D

BW
 2, 136

）。

よ
う
す
る
に
〈
独
在
〉
と
は
、
神
と
の
交
わ
り
か
ら
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
の
交
わ
り
か
ら
も
分
離
し
て
い
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
孤
立
し
て
い
る
存
在
を
意
味
し
ま
す
。
独
り
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、〈
知
る
〉
こ
と
に
お
い
て
も
、
そ
の
自
己
閉
鎖
的
な

思
惟
の
世
界
の
な
か
で
、
そ
の
始
点
も
終
点
も
、
自
分
で
定
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
、
自
律
存
在
た
る
人
間
の
こ
と
で
す
が
、
哲
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学
的
に
見
れ
ば
、
意
識
さ
れ
る
私
の
個
我
と
そ
の
主
観
的
変
移
の
み
を
唯
一
と
し
、
他
我
や
ほ
か
の
い
っ
さ
い
の
事
物
は
た
だ
自
己
の
意

識
内
容
と
す
る
ソ
リ
プ
シ
ズ
ム
（
独
在
論
・
独
我
論
・
唯
我
論
）
的
な
あ
り
方
が
近
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
い
ま
や
独
在
す
る
人
間
に
と
っ
て
自
由
は
、
も
は
や
他
者
の
た
め
で
は
な
く
、
自
分
の
た
め
に
所
有
す
る
も
の
と
な
り

ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
堕
罪
後
の
人
間
が
巻
き
込
ま
れ
た
状
態
を
、〈
分
裂
〉（Entzw

eiung

）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
神
と
も
、
他
の
人
間
と
も
、
人
間
を
取
り
巻
く
自
然
と
も
、
自
分
自
身
と
も
分
離
し
た
状
態
の
こ
と
で
す
。
堕
罪
以

前
の
ア
ダ
ム
は
、
神
だ
け
を
知
り
、
善
と
悪
を
知
る
こ
と
、
つ
ま
り
全
体
の
分
裂
と
い
う
も
の
に
た
い
し
て
は
無
知
で
し
た
。
し
か
し
い
ま

や
、
善
悪
を
知
る
〈
神
の
よ
う
な
〉
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。
善
と
悪
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
言
え
ば
ト
ー
ヴ
と
ラ
ー
を
区
別
し
、
何
が
生
命

を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
が
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
自
ら
判
断
を
下
そ
う
と
し
ま
す）38
（

。
い
ま
や
人
間
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
立

場
に
い
ま
す
。）39
（

堕
落
以
前
の
人
間
に
必
要
な
の
は
、
た
だ
〈
神
の
意
志
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
〉
で
し
た
。
し
か
し
い
ま
や
、
自
分
の
〈
現

実
〉
の
全
体
を
、
自
ら
規
定
し
、
自
ら
に
向
け
て
立
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
す
る
ほ
か
な
い
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
い
ま
す
。

『
創
造
と
堕
落
』
に
お
け
る
〈
現
実
〉
概
念

こ
こ
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
展
開
す
る
〈
現
実
〉
と
い
う
概
念
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
Ｈ
・
Ｅ
・
テ
ー
ト
の
理
解
に

従
っ
て
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
単
純
に
人
間
が
そ
の
な
か
に
、
あ
る
固
定
し
た
場
所
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
、
何
か
所
与
の
も
の
・
す
で
に

存
在
す
る
も
の
・
静
止
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
絶
え
ず
人
間
に
向
か
っ
て

―
個
々
の
人
間
で
あ
れ
、
グ
ル
ー

プ
で
あ
れ
、
集
団
で
あ
れ

―
構
成
さ
れ
る
も
の
で
す）40
（

。
ま
た
逆
に
言
え
ば
、
人
間
に
よ
っ
て
、
自
分
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
自
分
の
尺

度
に
そ
っ
て
、
自
分
の
認
識
と
判
別
の
能
力
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
す
。
も
し
人
間
が
、
出
会
う
も
の
、
つ
ま
り
非
―
自
我
を
、

自
分
で
生
み
出
す
の
だ
と
し
た
ら
、
本
当
の
意
味
で
出
会
う
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
出
会
う
も
の
の
選
択
や
出
会
い
方
が
、
い
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

ま
や
人
間
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
、
人
間
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
、
人
間
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
出
会
う
も
の
は
、
も

は
や
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
る
が
ま
ま
に
姿
を
現
す
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
が
人
間
に
向
け
て
、
ま
た
人
間
に
基
づ
い
て
見
せ
て
い
る

姿
に
お
い
て
し
か
、
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

（
ｂ
）〈
現
実
〉
を
規
定
す
る
三
つ
の
根
本
関
係
の
破
綻

　
　

① 

神
と
人
間
の
関
係
の
破
綻

こ
の
よ
う
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
現
実
概
念
は
、
つ
ね
に
関
係
的
な
理
解
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
『
創
造
と
堕
落
』
の

な
か
で
次
の
三
つ
の
関
係
、
神
と
人
間
、
人
間
と
人
間
、
そ
し
て
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
破
綻
に
つ
い
て
叙
述
し
、
堕
罪
後
の
人
間
の

分
裂
し
た
状
態
を
描
写
し
て
い
ま
す
。
テ
ー
ト
は
さ
ら
に
第
四
の
関
係
と
し
て
、
自
己
自
身
と
の
関
係
の
破
綻
と
し
て
良
心
の
問
題
に
ふ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
問
題
は
、
本
書
の
第
二
章
で
『
創
造
と
堕
落
』
以
外
の
著
作
を
含
め
て
詳
細
に
考
察
を
行
う
た
め
、
こ
こ
で
は
取

り
上
げ
ま
せ
ん
。

ま
ず
第
一
に
、
堕
罪
に
よ
る
神
と
人
間
と
の
関
係
の
破
綻
で
す
。
一
方
で
ア
ダ
ム
は
、
そ
も
そ
も
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
神
が

私
に
与
え
た
あ
の
女
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
に
創
造
主
の
こ
と
を
告
訴
し
て
い
ま
す
。
他
方

で
エ
ヴ
ァ
は
、
そ
れ
は
蛇
に
誘
惑
さ
れ
た
か
ら
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
暗
に
蛇
の
創
造
主
で
あ
る
神
を
告
訴
し
て
い
ま

す
。
二
人
は
罪
を
認
め
て
自
首
し
て
出
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
考
え
る
〈
よ
り
よ
い
他
の
神
〉
に
上
訴
す
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
敬
虔

を
装
っ
た
〈
賢
い
〉
手
口
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
あ
の
蛇
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
し
た
（
創
世
記 

三
章
一
―
五
節
））

41
（

。
い
ま
や
中
心
の
境

界
に
踏
み
入
っ
て
、
現
実
の
中
心
を
我
も
の
と
し
た
人
間
は
、
神
を
も
、
た
だ
人
間
か
ら
人
間
に
向
け
て
〈
神
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
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に
し
て
お
こ
う
と
欲
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す）42
（

。
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
神
の
像
と
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
批
判
し

続
け
た
、
キ
リ
ス
ト
の
現
在
な
し
に
形
而
上
学
的
に
思
考
さ
れ
た
〈
宗
教
〉
の
神
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
例
が
、
す
で
に
ふ
れ
た

ヒ
ル
シ
ュ
の
い
う
ホ
ロ
ス
を
も
た
ら
し
た
〈
地
方
向
け
の
神
〉
で
し
ょ
う
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
宗
教
〉
批
判
に
つ
い
て
は
、
本
書
の

第
三
章
で
詳
し
く
取
り
上
げ
ま
す
。

　
　

② 
人
間
と
人
間
の
関
係
の
破
綻

第
二
に
、
い
ま
や
人
間
は
、
他
の
人
間
と
の
関
係
も
破
綻
し
て
い
ま
す
。
ア
ダ
ム
は
堕
罪
の
責
任
を
エ
ヴ
ァ
に
押
し
つ
け
、
彼
女
は
そ

れ
を
蛇
に
責
任
転
嫁
し
ま
す
。
確
か
に
人
間
は
、
い
ま
や
現
実
の
中
心
に
立
っ
て
は
い
ま
す
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
現
実
は
ば
ら
ば
ら

で
、
そ
の
真
っ
只
中
で
孤
立
し
て
い
る
の
で
す
。

〈
中
心
の
境
界
〉
の
受
肉
化
と
し
て
の
〈
他
者
〉

聖
書
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
神
は
眠
れ
る
ア
ダ
ム
の
一
部
か
ら
エ
ヴ
ァ
を
造
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ

う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。

「
彼
ら
は
も
は
や
互
い
に
相
手
な
し
で
は
存
在
せ
ず
、
一
で
あ
り
、
し
か
も
二
で
あ
る
。
そ
し
て
二
が
一
と
成
る
と
い
う
こ
と
が
、

神
が
眠
れ
る
ア
ダ
ム
に
な
し
た
行
為
に
よ
っ
て
築
い
た
秘
義
そ
の
も
の
で
あ
る
」（D

BW
 3, 91

）。

よ
っ
て
、
二
人
は
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
で
そ
の
起
源
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
に
成
る
と
い
う
の
は
、
個
と
し
て
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

の
彼
ら
の
被
造
物
性
が
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
人
間
の
性
と
い
う
の
は
、
個
と
し
て
あ
る
こ
と
と
、
他
者
と

共
に
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
の
二
重
事
態
の
表
現
で
あ
り
、
相
互
所
属
の
極
限
の
現
実
化
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
（D

BW
 3, 94

）。
こ
こ
か
ら

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ア
ダ
ム
に
と
っ
て
他
者
で
あ
る
エ
ヴ
ァ
は
彼
に
定
め
ら
れ
た
限グ

レ
ン
ツ
ェ界

で
あ
る
と
解
釈
し
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す）43
（

。

「
彼
〔
神
〕
は
、
ア
ダ
ム
の
限
界
の
受
肉
化
で
あ
る
と
同
時
に
彼
の
愛
の
対
象

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
べ
き
助
け
手
を
、
人
間
の
た
め
に
創
造
し

た
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 3, 92

）。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
の
〈
限
界
と
し
て
の
汝
〉
と
い
う
思
考
を
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ
か
ら
学
び
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
〈
限
界
〉
と
〈
中
心
〉
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
か
た
ち
で
独
自
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

「
限
界

0

0

と
生0

、
ふ
れ
る
こ
と
も
近
づ
く
こ
と
も
で
き
な
い
エ
デ
ン
の
園
の
中
心
、
そ
の
周
囲
を
ア
ダ
ム
の
生
は
回
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
か
た
ち
を
と
り

0

0

0

0

0

0

、
創
造
主
の
手
の
下
で
ア
ダ
ム
の
助
け
手
と
な
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 3, 92

）。

エ
ヴ
ァ
は
神
の
被
造
物
と
し
て
ア
ダ
ム
と
並
ん
で
立
ち
、
彼
を
制
限
す
る
者
で
す
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
女
が
男
の
生
命
か
ら
出
た

も
の
で
あ
り
、
自
分
の
一
部
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
男
は
女
を
愛
し
、
ま
た
男
は
女
か
ら
愛
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
知
が
、
ア
ダ

ム
に
と
っ
て
「〈
中
心
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界

〉
の
肉
に
よ
る
現
在
化
」
を
意
味
し
、
人
間
が
自
ら
の
限
界
を
い
っ
そ
う
軽
く
、
す
な
わ
ち
愛
に
よ
っ
て

負
え
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
考
え
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、「
自
由
と
被
造
物
性
と
は
、
愛
に
お
け
る
他

の
人
間
の
創
造
に
あ
っ
て
結
合
し
て
い
る
」（D

BW
 3, 92

）
の
で
あ
り
、
彼
の
述
べ
る
〈
自
由
〉
と
は
、
他
者
に
愛
の
対
象
と
し
て
出
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会
う
の
で
な
け
れ
ば
、
現
実
化
し
な
い
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
ア
ダ
ム
に
と
っ
て
エ
ヴ
ァ
は
、
ま
さ
に
彼
の
限
界
が
受
肉
し
た
も
の
で
あ
り
、
愛
に
お
い
て
献
身
が
分
裂
を
見
る
こ
と
の

な
い
統
一
性
に
お
い
て
受
け
い
れ
た
者
で
し
た
。
し
か
し
、
中
心
の
境
界
に
侵
入
し
て
自
ら
が
中
心
に
立
っ
た
ア
ダ
ム
は
、
は
じ
め
て
自

分
が
境
界
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
い
ま
や
境
界
を
神
の
恵
み
で
は
な
く
、
創
造
主
と
し
て
の
怒
り
・

憎
し
み
・
妬
み
で
あ
る
と
理
解
し
ま
す
。
も
は
や
他
者
を
愛
に
お
い
て
で
は
な
く
、
自
分
と
の
対
立
に
お
い
て
見
ま
す
。
こ
こ
に
境
界
と

い
う
も
の
は
、
人
間
を
そ
の
被
造
物
性
と
自
由
な
愛
に
お
け
る
統
一
に
よ
っ
て
維
持
す
る
恵
み
で
は
な
く
、
分
裂
を
も
た
ら
す
も
の
と
な

り
ま
す
。
自
己
を
限
り
な
く
肯
定
し
、
他
者
が
神
の
被
造
物
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
ま
す
。
い
ま
や
男
は
女
が
自
分
の
肋
骨
か
ら
創
造
さ

れ
た
こ
と
を
主
張
し
ま
す
。
つ
ま
り
他
者
の
所
有
権
を
要
求
し
、
そ
の
被
造
物
性
を
否
定
し
、
破
壊
し
ま
す
。
境
界
を
越
え
た
性
は
、
あ

ら
ゆ
る
限
界
づ
け
に
た
い
し
て
激
し
い
憎
悪
を
抱
く
の
で
す
。

「
他
者
に
た
い
す
る
愛
が
破
綻
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
自
ら
の
限

グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界
を
た
だ
憎
む
よ
り
ほ
か
な
い
。
人
間
は
他
者
を
無

限
に
所
有
し
た
が
る

―
無
限
に
、
然
も
な
く
ば
、
絶
滅
し
よ
う
と
す
る

―
無
限
に
」（D

BW
 3, 93

）。

こ
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
言
葉
は
、
ま
る
で
ナ
チ
ス
に
よ
る
〈
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
解
決
〉
を
予
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
い

ま
や
自
ら
を
現
実
の
中
心
に
据
え
た
人
間
は
、
自
己
完
結
し
た
世
界
の
な
か
で
い
っ
さ
い
が
自
分
に
基
づ
い
て
自
分
に
向
け
て
構
成
さ
れ

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
も
は
や
真
に
私
を
限
界
づ
け
る
も
の
に
た
い
し
て
眼
差
し
を
失
っ
て
い
ま
す
。
自
ら
を
中
心
に
据
え
る
人
間
に
は
、

自
分
の
能
力
が
お
よ
ば
な
い
と
こ
ろ
に
想
定
す
る
遥
か
な
〈
周
縁
の
限
界
〉
し
か
見
え
ま
せ
ん
。〈
中
心
の
境
界
〉
は
、
そ
の
彼
方
に
あ

る
自
分
と
は
異
な
る
も
の
を
愛
に
お
い
て
尊
重
す
る
よ
う
に
う
な
が
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
見
失
わ
れ
た
今
、
人
間
は
ど
こ
ま
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

で
も
自
己
を
拡
大
し
よ
う
と
し
、
他
の
人
間
を
自
ら
の
存
在
へ
と
巻
き
込
み
、
豊
か
な
他
者
性
を
剥
奪
し
よ
う
と
し
ま
す
。
も
は
や
他
者

は
、
境
界
を
共
有
し
、
境
界
を
共
に
負
担
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
は
や
愛
の
対
象
と
し
て
出
会
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
私
と

同
様
に
、
自
己
を
現
実
の
中
心
に
据
え
、
ト
ー
ヴ
と
ラ
ー
を
自
ら
判
断
し
、
自
ら
の
生
の
衝
動
を
味
わ
い
尽
く
そ
う
と
す
る
者
、
私
の
脅

威
と
し
て
現
れ
る
の
で
す
。

　
　

③ 

人
間
と
自
然
の
関
係
の
破
綻

こ
の
よ
う
に
混
乱
し
た
分
裂
状
況
は
、
第
三
の
関
係
に
も
お
よ
び
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
と
自
然
と
の
最
初
の

0

0

0

関
係
の
破
綻
で
す
。
こ

こ
で
言
わ
れ
る
〈
自
然
〉
と
は
、
人
間
以
外
の
被
造
物
を
指
す
も
の
で
し
ょ
う
。
聖
書
は
、
人
間
は
神
に
よ
っ
て
「
地
の
支
配
」（
創
世

記 

一
章
二
八
節
）
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
支
配
す
べ
き
世
界
と
は
、
そ
こ
か
ら
ア
ダ
ム
が
創
造
さ
れ
た
地
で

あ
り
、
獣
と
人
間
は
そ
の
同
じ
土
か
ら
造
ら
れ
た
兄
弟
で
す
。
人
間
は
、
他
の
被
造
物
の
主
で
あ
る
こ
と
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
世
界
に
、

そ
の
全
存
在
に
お
い
て
、
被
造
物
性
に
お
い
て
、
完
全
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
は
人
間
を
携
え
、
養
い
、
保
つ
の
で
す

（D
BW

 3, 62

）。
し
か
も
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
こ
の
世
界
か
ら

0

0

自
由
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
に
た

い
す
る
人
間
の
自
由
が
、
そ
の
た
い
す
る
人
間
の
た
め
の

0

0

0

自
由
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
他
の
被
造
物
、
つ
ま
り
人
間
を
取
り
巻
く
世
界
に
た

い
す
る
自
由
は
、
そ
の
世
界
か
ら
の

0

0

0

自
由
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（D

BW
 3, 61

）。
つ
ま
り
人
間
は
世
界
の
主
で
あ
り
、
そ
れ
を
意

の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
支
配
す
る
と
言
っ
て
も
、
神
か
ら
委
任
さ
れ
、
力
を
受
け
た
も
の
と
し
て
、
神
の
被
造
物
を
支
配
す
る
の
で

す
。
こ
こ
で
言
う
〈
支
配
〉
と
は
、
時
と
し
て
こ
の
語
に
付
随
す
る
際
限
な
く
暴
力
的
に
意
の
ま
ま
に
す
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
解

放
さ
れ
て
い
ま
す
。

91

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

91 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:30

 



「
私
が
支
配
す
る
こ
の
世
界
は
、
あ
た
か
も
主
人
が
そ
の
僕
に
、
農
夫
が
そ
の
土
地
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
が
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
世
界
で
あ
り
、
私
の
地
で
あ
り
、
そ
う
あ
り
続
け
る
と
こ
ろ
の
こ
の
世
界
を
、
私
は
〈
支
配
す
る
〉
立
場
に
あ

り
、
私
が
強
く
支
配
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
〈
私
の
〉
土
地
な
の
で
あ
る
」（D

BW
 3, 62

）。

確
か
に
、
私
の
土
地
の
私
の
育
て
た
作
物
は
私
に
属
し
私
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
私
は
彼
ら
な
し
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、

む
し
ろ
依
存
関
係
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
私
が
彼
ら
に
縛
ら
れ
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
を
支
配
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、

私
は
彼
ら
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
私
の
自
由
な
献
身
と
い
う
も
の
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
自0

ら
に
由0

る
献
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
は
彼
ら
か
ら
自
由
と
言
え
る
の
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、〈･･･

の
た
め
の
―
自
由
〉（Frei-

sein-für

）
の
な
い
〈･･･

か
ら
の
―
自
由
〉（Frei-sein-von

）
は
あ
り
え
ず
、
神
に
仕
え
る
こ
と
な
く
し
て
支
配
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
神

か
ら
委
託
さ
れ
た
〈
支
配
〉
と
は
、
神
の
委
託
に
お
い
て
、
神
か
ら
見
て
よ
し
と
さ
れ
た
事
物
の
分
類
、
ま
た
同
時
に
上
下
の
分
類
の
な

か
で
、
世
話
を
し
つ
つ
保
持
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す）44
（

。〈
神
の
か
た
ち
〉
と
し
て
の
原
初
の
人
間
と
世
界
と
の
関
係
、
つ
ま

り
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
自
然
と
の
関
係
は
、
本
来
こ
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

し
か
し
堕
罪
を
通
し
て
、
原
初
の
関
係
は
破
綻
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
罪
に
堕
ち
た
も
の
た
ち
に
、
神
は
〈
呪
い
〉
を
か
け
ら

れ
ま
し
た
（
創
世
記 

三
章
一
四
―
一
九
節
）。
そ
の
結
果
、
蛇
は
す
べ
て
の
家
畜
、
野
の
す
べ
て
の
獣
の
う
ち
で
、
最
も
呪
わ
れ
る
も
の

と
な
り
ま
す
。
女
は
産
み
の
苦
し
み
を
大
い
に
増
し
加
え
ら
れ
、
そ
れ
で
も
な
お
男
に
仕
え
ざ
る
を
え
な
い
、
と
さ
れ
ま
す
。
男
は
一
生

苦
し
ん
で
地
を
耕
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
禁
ぜ
ら
れ
た
木
か
ら
実
を
取
っ
て
食
べ
た
た
め
に
、
地
は
呪
わ
れ
て
し
ま
っ

た
か
ら
で
す
。
堕
罪
以
前
は
、
ア
ダ
ム
が
労
せ
ず
し
て
そ
こ
か
ら
実
を
取
る
こ
と
が
で
き
、
必
要
な
も
の
を
す
べ
て
与
え
て
く
れ
た
地

が
、
い
ま
や
呪
わ
れ
た
地
と
な
っ
た
の
で
す
。
自
力
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
と
考
え
る
〈
神
の
よ
う
な
も
の
〉
と
な
っ
た
人
間
に
た
い
し
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

て
、
人
間
が
支
配
を
任
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
被
造
物
が
立
ち
上
が
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
ま
や
人
間
に
た
い
し
て
沈
黙
し
、
謎
め
い
た
存

在
と
な
り
、
実
を
結
ば
な
く
な
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
地
は
、「
そ
の
創
造
の
栄
光
か
ら
、
創
造
主
を
賛
美
す
る
言
語
が
持
つ
一
義
的
な

直
接
性
か
ら
、
ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
も
の
、
不
可
解
な
る
も
の
が
持
つ
両
義
性
へ
と
、
退
け
ら
れ
た
」（D

BW
 3, 125

）
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
支
配
を
任
さ
れ
た
地
は
、
堕
罪
に
よ
っ
て
も
は
や
原
初
の
創
造
の
状

態
を
と
ど
め
て
は
い
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
主
張
に
は
、〈
創
造
の
秩
序
〉
と
い
う
概
念
へ
の
批
判
、
ひ
い
て
は
、
自
然
神
学
に
対
抗
す
る

姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
第
三
期
の
著
『
倫
理
』
の
な
か
で
は
、「
堕
罪
に
よ
っ
て
、〈
被
造
物
〉
は
〈
自
然
〉

と
な
る
」（D

BW
 6, 165

）
と
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
〈
自
然
〉
は
、
人
間
を
取
り
巻
く
事
物
で
あ
る
と
か
、

人
為
に
よ
ら
な
い
事
物
と
い
っ
た
一
般
的
な
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
る
〈
自
然
な
る
も

の
〉
と
は
、
堕
罪
以
後
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
用
語
で
言
う
な
ら
ば
、〈
究
極
以
前
の
も
の
〉

（das Vorletzte

）
の
性
格
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
〈
不
自
然
な
る
も
の
〉
は
、
キ
リ
ス
ト
の
到
来
に
た
い
し
て
自
ら

を
閉
ざ
し
て
お
り
、〈
究
極
以
前
の
も
の
〉
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
ま
す
。〈
究
極
以
前
の
も
の
〉
と
は
、〈
究
極
的
な

も
の
〉（das Letzte

）
に
先
立
つ
も
の
す
べ
て
を
指
し
、〈
究
極
的
な
も
の
〉
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
生
の
根
源
と
本
質
が
基

づ
く
、「
宗
教
改
革
が
、
恵
み
の
み
に
よ
る
罪
人
の
義
認
と
呼
ん
だ
ひ
と
つ
の
出
来
事
」（D

BW
 6, 137

）
で
す
。
そ
れ
は
、「
過
去
全
体

が
赦
し
の
言
葉
に
よ
っ
て
包
み
こ
ま
れ
、
未
来
全
体
が
神
の
誠
実
の
な
か
に
保
持
さ
れ
て
い
る
」（D

BW
 6, 137

）
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
決
定
的
に
究
極
的
な
の
で
す
。
過
去
の
罪
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
愛
の
深
淵
へ
と
沈
み
、
克
服
さ
れ
、
未
来
は
、

罪
な
く
神
か
ら
受
け
る
生
と
な
る
（
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
Ｉ 

三
章
九
節
））45
（

と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
堕
罪
後
の
〈
自
然
と
い
う
書
物
〉
は

〈
究
極
以
前
の
も
の
〉
と
し
て
の
み
語
り
え
る
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
創
造
の
栄
光
を
直
接
的
に
は
語
り
え
な
い
と
言
う
の
で
す
。
確
か

に
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
選
択
の
過
酷
な
歴
史
を
ふ
り
返
る
時
、
栄
光
と
は
呼
び
が
た
い
現
実
を
見
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
解
釈
で
は
、
呪
わ
れ
た
耕
地
の
上
で
の
人
間
の
〈
労
働
〉
は
、
堕
罪
後
の
人
間
と
自
然
と
の
間
の
分
裂
の
表

現
と
な
り
、
呪
い
の
下
に
あ
り
ま
す
。
し
か
も
同
時
に
、
原
初
の
統
一
を
病
的
な
ま
で
に
欲
す
る
郷
愁
の
表
現
に
も
な
る
と
言
い
ま
す

（D
BW

 3, 126

）。
つ
ま
り
労
働
は
、
土
か
ら
造
ら
れ
た
人
間
が
そ
こ
か
ら
と
ら
れ
、
そ
こ
に
兄
弟
と
し
て
所
属
す
る
自
然
と
、
な
お
共

に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
約
束
の
下
に
あ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
が
自
然
と
無
制
約
的
に
関
わ
っ
た
結

果
、
い
か
に
環
境
が
破
壊
さ
れ
て
き
た
か
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｈ
・
Ｅ
・
テ
ー
ト
も
述
べ
る
よ
う
に
、
堕
罪

以
後
、
つ
ま
り
人
間
が
自
己
栄
化
の
う
ち
に
自
ら
を
〈
現
実
〉
の
中
心
に
据
え
た
後
で
は
、「
自
然
、
す
な
わ
ち
事
物
が
持
つ
固
有
の
権

利
を
守
る
境グ

レ
ン
ツ
ェ界
に
た
い
す
る
眼
差
し
が
失
わ
れ
た
」）46
（

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
い
ま
や
自
然
は
、
人
間
に
向
け
て
方

向
づ
け
ら
れ
、
た
だ
人
間
に
と
っ
て
利
用
価
値
が
あ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
も
は
や
そ
れ
固
有
の
権
利
を
持
つ
こ
と
な
く
、
人
間

に
支
配
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
［
補
論
］
人
間
と
自
然
と
の
関
係
か
ら
導
か
れ
る
「
自
己
主
張
の
権
利
」

　
　

―
イ
ン
ド
的
解
決
と
西
洋
的
解
決

―

と
こ
ろ
で
一
般
的
に
見
て
、
人
間
と
自
然
を
支
配
関
係
に
お
い
て
見
る
西
洋
的
な
自
然
観
と
、
人
間
も
自
然
の
一
部
と
見
る
東
洋
的
な

自
然
観
と
い
っ
た
理
解
に
お
い
て
、
東
西
の
自
然
観
が
比
較
さ
れ
る
こ
と
は
今
日
で
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
補

足
的
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
「
創
造
と
罪
」
の
講
義
を
行
う
八
ヶ
月
ほ
ど
前
に
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
で
行
っ
た
公
開
講
演
「
自
己
主
張

の
権
利
」（
一
九
三
二
年
二
月
四
日
）（D

BW
 11, 215-226

）
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
講
演
は
、
民
族
主
義
の
台
頭
を

時
代
背
景
と
し
て
、
イ
ン
ド
と
西
洋
文
明
に
お
け
る
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
相
違
に
起
因
す
る
〈
自
己
主
張
の
権
利
〉
の
あ
り
方
の
相
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

違
に
注
目
し
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
を
他
民
族
と
の
関
係
の
あ
り
方
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
も
の
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
人
類
は
〈
自
己
主
張
の
権
利
〉
と
い
う
生
の
根
源
的
問
題
に
た
い
し
て
、
本
質
的
に
は
二
つ
の
解
決
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
双
方
と

も
、
人
間
は
自
然
と
の
関
係
か
ら
出
発
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
は
、
自
然
の
豊
か
な
恵
み
を
享
受
す
る
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
も
の
だ
と

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
魂
は
、
人
び
と
を
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
取
り
巻
く
生
命
を
呼
吸
し
、
こ
の
大
き
く
、
豊
か
な
、
恵
み
を
も
た
ら
す
生
命
の
出
来
事

へ
と
沈
潜
し
て
い
き
、
そ
れ
と
合
一
し
、
徹
底
的
に
窮
め
、
リ
ズ
ム
と
そ
の
深
み
に
つ
い
て
思
考
を
め
ぐ
ら
す
。
し
か
し
そ
の
深

み
は
、
根
底
に
お
い
て
魂
そ
れ
自
身
の
深
み
で
あ
り
、
イ
ン
ド
的
魂
の
広
が
り
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
の
広
が
り
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
沈
潜
す
る
魂
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
に
お
い
て
ふ
た
た
び
、
あ
た
か
も
無
数
の
鏡
に
映
し
出
さ

れ
る
か
の
よ
う
に
、
自
ら
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 11, 219

）。

か
く
し
て
イ
ン
ド
的
魂
は
、
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
か
ら
「
タ
ト
・
ト
ヴ
ァ
ム
・
ア
ス
ィ
」（tat tvam

 asi

）〔
お
前
は
そ
れ
で
あ
る
〕）

47
（

と
い
う
無
言
の
答
え
を
聞
く
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
い
ま
す
。
こ
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
登
場
す
る
簡
潔
な
文
言
を
、
彼
は
次
の
よ

う
に
理
解
し
て
い
ま
す
。

「
お
前
は
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
す
べ
て
が
お
前
で
あ
る
。
お
前
ひ
と
り
が
い
る
。
お
前
は
ま
た
お
前
に
だ
け
責
任
が
あ
る
。
お
前
の

た
め
に
生
き
よ
、
お
前
の
魂
の
た
め
に
、
な
ぜ
な
ら
、
お
前
こ
そ
全
体
な
の
だ
か
ら
」（D

BW
 11, 219

）。
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そ
れ
ゆ
え
に
、
自
然
が
暴
力
に
苦
し
む
な
ら
、
私
自
身
が
痛
み
を
感
じ
、
生
き
も
の
が
傷
つ
け
ら
れ
る
な
ら
、
私
自
身
が
引
き
裂
か
れ

る
の
で
す
。
も
し
私
が
暴
力
を
用
い
て
自
己
を
主
張
し
、
他
者
の
生
命
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
そ
う
に
な
れ
ば
、
私
は
自

ら
の
う
ち
で
暴
れ
る
情
念
の
渇
き
を
押
し
殺
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
苦
し
む
こ
と
を
学
べ
、
消
え
失
せ
る
こ
と
を
学
べ
、
死
ぬ
こ
と
を
学
べ
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
自
分
自
身
を
主
張
し
て
、
暴
力
を

ふ
る
う
こ
と
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
宇ア

ル宙
の
魂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
お
前
の
魂
は
、
無
傷
で
あ
り
、
神
聖

で
あ
る
だ
ろ
う
。
愛
と
苦
し
み
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
は
万ア

ル象
の
な
か
に
入
っ
て
い
き
、
そ
れ
に
打
ち
勝
つ
の
で
あ
る
」（D

BW
 11, 

220

）。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
き
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
「
お
前
こ
そ
全
体
」
と
い
う
個
々
人
に
向
け
ら
れ
た
生
命
の
教
説
を
、
国
家

問
題
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
民
族
に
ま
で
拡
大
し
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
い
か
な
る
命
も
滅
ぼ
し
て
は
な
ら
な

い
、
苦
し
む
こ
と
は
、
暴
力
を
も
っ
て
生
き
る
よ
り
も
よ
い
」
と
い
う
戒
め
の
下
に
民
衆
を
立
た
せ
た
こ
と
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
偉
大
な

行
為
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
ま
す
（D

BW
 11, 220

）。
そ
し
て
、
彼
を
信
奉
す
る
人
び
と
が
白
人
の
機
関
銃
に
よ
っ
て
多
く
の
犠
牲
者

を
出
す
に
い
た
る
ま
で
受
動
的
抵
抗
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
顕
著
な
現
れ
で
あ
り
、
ま
た
自
己
主
張
の
権
利
に
つ
い
て
の
問
い
に

た
い
し
て
イ
ン
ド
で
今
日
も
な
お
見
出
さ
れ
る
答
え
だ
、
と
述
べ
て
い
ま
す
（D

BW
 11, 220

）。

こ
こ
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
ガ
ン
デ
ィ
ー
を
尊
敬
し
、
イ
ン
ド
で
彼
に
学
ぶ
こ
と
を
切
望
し
て

い
た
〈
平
和
主
義
者
〉
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
な
ぜ
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
に
加
担
す
る
に
及
ん
だ
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
後
の
章
で
深
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

96

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

96 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:30

 



第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

さ
て
、
も
う
一
方
の
自
己
主
張
の
権
利
を
め
ぐ
る
問
い
の
解
決
で
す
が
、
そ
れ
は
厳
し
い
自
然
と
対
決
し
、
克
服
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
き
た
欧
米
の
文
明
に
お
い
て
成
立
し
た
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
見
て
い
ま
す
。
彼
の
考
え
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
の
生
は
、
自
然

か
ら
の
享
受
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
と
自
然
は
対
立
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
人
間
は
、
自
然
と
格
闘
し
、
自
ら
に
仕
え
さ

せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
然
に
た
い
す
る
支
配
的
位
置
こ
そ
、
欧
米
史
に
お
い
て
基
本
テ
ー
マ
と
な
っ
た
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。
し
か
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、「
生
き
る
権
利
を
た
だ
自
然
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
人
間
か
ら
闘
い
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 11, 221

）

の
で
あ
り
、
厳
密
に
は
、
そ
の
生
は
〈
殺
す
こ
と
〉
を
意
味
す
る
と
言
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
が
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
生
き

た
時
代
に
は
、
ロ
シ
ア
革
命
や
第
一
次
世
界
大
戦
を
通
し
て
ひ
ど
く
あ
ら
わ
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
お
い
て
は
、
自

己
主
張
の
権
利
と
は
、
生
き
る
権
利
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、〈
生
き
残
り
〉
を
か
け
て
闘
争
に
打
ち
勝
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
こ
の
こ
と
は
、〈
生
存
圏
〉
の
広
さ
に
は
限
り
が
あ
る
た
め
、
生
き
残
り
を
か
け
て
必
然
的
に
生
存
闘
争
が
生
じ
る
と
す
る
ヒ
ト

ラ
ー
の
論
理
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
〈
生
〉
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
与

え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
生
は
、
誕
生
を
通
し
て
最
初
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
受
動
的
な
出
来
事
を
束
縛
と
し
て
承
認
す

る
こ
と
は
、
成
熟
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
思
惟
に
固
有
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

「
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
も
後
ろ
に
も
束
縛
さ
れ
、
外
か
ら
、
つ
ま
り
私
を
取
り
巻
く
世
界
の
他
の
人
び
と
よ
っ
て
、
要
求

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
」（D

BW
 11, 222

）。

そ
し
て
こ
こ
に
は
、
根
本
的
に
、
誕
生
と
生
に
よ
る
こ
の
束
縛
を
恐
ろ
し
い
運
命
と
し
て
呪
う
可
能
性
、
偉
大
な
個
人
主
義
者
の
可
能
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性
が
存
在
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
歴
史
や
社
会
か
ら
の
脱
出
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
然
か
ら
の
自
由
、
つ
ま
り
動
物
に
た
い

す
る
優
位
を
、
最
も
深
く
証
す
る
人
間
の
大
い
な
る
可
能
性
の
権
利
を
意
味
し
ま
す
。
よ
う
す
る
に
、
自
由
な
死
の
権
利
、
自
殺
の
権
利

を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
言
い
ま
す
。
人
間
は
、
死
に
た
い
し
て
自
由
で
あ
る
時
だ
け
、
自
然
や
歴
史
に
た
い
し
て
自
由
で
あ

る
。
こ
こ
で
自
己
主
張
の
権
利
は
、
自
由
な
死
の
権
利
と
な
る
、
と
。

し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
に
発
す
る
自
殺
の
権
利
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
理
解
も
存
在
す
る
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
ま
す
。

「
だ
が
こ
の
真
理
は
、
人
間
が
自
ら
の
歴
史
的
束
縛
を
責
任
に
お
い
て
認
識
し
、
自
分
自
身
を
自
ら
の
生
の
主
と
し
て
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
ら
の
生
を
兄
弟
た
る
〔
他
の
〕
人
間
に
た
い
し
て
責
任
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
も
、
聞
か
れ
、
受
け
い
れ

ら
れ
て
い
る
」（D

BW
 11, 222f.

）。

こ
の
よ
う
な
理
解
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
独
り
で
生
き
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
本
質
的
に
は
、
他
者
に

よ
っ
て
、
ま
た
他
者
の
た
め
に
生
き
て
お
り
、
責
任
を
担
う
も
の
と
し
て
他
者
に
従
属
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
生
は
た
だ
責
任
と
い

う
点
か
ら
だ
け
、
自
己
主
張
の
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
生
は
私
自
身
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
・
他
者
・
兄

弟
で
あ
る
人
間
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

「
自
己
主
張
の
権
利
は
、
死
の
権
利
、
死
ぬ
自
由
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
己
を
抹
殺
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
自
由
な
死

と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
犠
牲
へ
の
自
由
で
あ
る
」（D

BW
 11, 223

）。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

つ
ま
り
生
へ
の
権
利
は
、
他
者
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
し
た
が
っ
て
責
任
に
お
い
て
の
み
、
存

在
す
る
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
諸
民
族
も
自
ら
を
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 11, 

225

）、
と
視
野
を
全
地
へ
と
拡
大
し
、〈
人
類
〉
と
い
う
概
念
に
わ
れ
わ
れ
の
目
を
向
け
さ
せ
ま
す
。
彼
の
理
解
に
よ
る
と
、
西
洋
的
思

考
は
普
遍
的
（universal

）
で
あ
り
、〈
人
類
〉
と
い
う
概
念
は
西
洋
的
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
西
洋
の
人
び
と
の
思
考
全
体
を
支
配

し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
概
念
に
、
個
人
や
共
同
体
を
越
え
ゆ
く
歴
史
の
途
上
で
到
達
す
る
ほ
か
な
い
。
個
人
の
生
や

犠
牲
は
、
同
郷
人
に
も
、
彼
を
囲
む
隣
の
共
同
体
に
も
向
け
ら
れ
、
ま
た
、
共
同
体
の
生
や
犠
牲
は
、
同
種
族
の
民
族
に
も
、
そ
れ
を
囲

む
同
胞
の
共
同
体
に
も
向
け
ら
れ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
生
・
責
任
・
犠
牲
と
い
う
も
の
は
、
最
終
的
に
は
、
人
類
と
い
う
ひ

と
つ
の
ま
と
ま
り
に
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
だ
」（D

BW
 11, 225

）
と
の
洞
察
へ
と
高
め
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
の
考
え
で
は
、〈
人
類
〉
も
〈
人
間
そ
の
も
の
〉（der M

ensch schlechthin

）
も
生
き
る
権
利
の
た
め
に
果
た
す
べ
き
責
任
の

下
に
あ
り
、
た
だ
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
死
か
ら
、
犠
牲
か
ら
、
生
き
る
べ
き
な
の
で
す
（D

BW
 11, 225f.

）。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
い
う
〈
犠
牲
〉
と
は
、
人
類
す
べ
て
を
兄
弟
と
し
、
そ
の
精
神
と
生
命
に
よ
っ
て
人
類
す
べ
て
が
ひ
と
つ
と
な
る

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
人
類
が
自
分
自
身
の
た
め
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
兄
弟
た
ち
の
た
め
に
捧
げ
る
犠
牲
が
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。「
彼
〔
イ
エ
ス
〕
は
、
そ
こ
か
ら
の
み
人
類
が
生
き
う
る
、
人
類
の
犠
牲
を
達
成
し
た
」（D

BW
 11, 226

）。
こ
こ
で
人
類
と
い

う
西
洋
的
概
念
の
背
後
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
地
平
が
現
れ
ま
す
。
つ
ま
り
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
類
概
念
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
死

か
ら
、
犠
牲
か
ら
、
つ
ま
り
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
か
ら
生
き
る
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、〈
人
類
の
た
め
に
十
字
架
を
背
負
う
キ

リ
ス
ト
か
ら
生
き
る
〉
と
い
う
意
味
に
お
け
る
〈
責
任
〉
を
担
う
人
間
が
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学

に
お
い
て
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
問
い
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
実
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
〈
死
〉
こ
そ
、
堕
罪
後
の
人
間
に
と
っ
て
の
〈
救
済
〉
を
意
味
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
一
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般
的
な
理
解
に
お
け
る
生
物
学
的
な
死
で
は
な
く
、
堕
罪
に
よ
っ
て
神
と
他
者
か
ら
分
離
し
て
し
ま
い
、
い
ま
や
死
ん
だ
も
の
と
し
て
生

き
て
い
る
人
間
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
〈
死
の
死
〉
で
あ
り
、
新
し
い
生
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
創

造
と
堕
落
』
に
戻
っ
て
、
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
三
）
救　

済

―
新
し
い
〈
中
心
の
境
界
〉

―

（
ａ
）
再
獲
得
さ
れ
た
〈
中
心
の
境
界
〉
キ
リ
ス
ト

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
創
造
と
堕
落
』
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
堕
罪
に
よ
っ
て
変
容
し
た
世
界
は
分
裂

し
た
世
界
で
あ
り
、
ま
さ
に
〈
闘
争
の
世
界
〉
と
な
り
ま
す
。
い
ま
や
人
間
は
、
自
ら
の
根
源
で
あ
る
神
と
分
離
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、

他
の
人
間
と
も
、
自
然
と
も
、
自
分
自
身
と
も
分
離
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
絶
望
的
な
分
裂
状
況
に
た
い
し
て
、
す
で
に
キ
リ
ス

ト
の
派
遣
が
告
げ
ら
れ
た
、
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
〈
救
済
〉
が
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
土
か
ら
と
ら
れ
た
ア
ダ
ム

が
土
に
返
る
と
い
う
〈
死
〉
の
約
束
を
意
味
し
ま
す
（
創
世
記 

三
章
一
九
節
））

48
（

。
確
か
に
、
蛇
が
言
っ
た
よ
う
に
（
創
世
記 

三
章
四
―

五
節
））

49
（

、
ア
ダ
ム
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
の
死
は
経
験
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、〈
神
の
よ
う
な
〉
人
間
と
し

て
は
、
ア
ダ
ム
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
の
で
す
。〈
神
の
よ
う
な
〉
も
の
と
し
て
死
ん
で
い
る
人
間
の
〈
死
の
死
〉
と
は
、〈
復
活
〉
つ

ま
り
〈
新
し
い
生
命
〉
を
意
味
し
ま
す
。
か
つ
て
園
の
中
心
に
生
命
の
樹
と
知
識
の
樹
が
立
っ
て
い
た
よ
う
に
、
い
ま
や
十
字
架
が
世
界

の
中
心
に
立
ち
、
そ
こ
か
ら
生
命
が
湧
き
出
し
ま
す
（D

BW
 3, 135

）。
い
ま
や
キ
リ
ス
ト
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
〈
新
し
い
中
心
〉
で

す
。
キ
リ
ス
ト
は
、
人
間
存
在
の
中
心
で
あ
り
、〈
現
実
〉
の
中
心
で
す
。
そ
し
て
、
関
係
の
破
綻
し
た
人
間
と
神
、
人
間
と
他
の
人
間
、

人
間
と
自
然
と
の
〈
仲
保
者
〉（M

ittler

）
で
す
。
か
つ
て
原
初
の
創
造
の
世
界
で
は
、〈
中
心
〉（M

itte

）
と
〈
境グ

レ
ン
ツ
ェ界

〉
と
い
う
も
の
が
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

同
一
視
さ
れ
て
い
た
が
、
堕
罪
に
よ
っ
て
境
界
へ
の
眼
差
し
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
今
ふ
た
た
び
、
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
、
境

界
が
人
間
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
、〈
中
心
〉

と
〈
境
界
〉
と
い
う
も
の
が
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

（
ｂ
）
人
間
実
存
・
歴
史
・
自
然
の
中ミ

ッ
テ心

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

〈
中
心
〉
と
〈
境グ

レ
ン
ツ
ェ界
〉
の
結
合
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
論
』（
一
九
三
三
年
）
の
な
か
で
、〈
キ
リ
ス

ト
の
場
〉
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
記
述
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
は
、
私
が
立
つ
べ
き
だ
が
立
て
ぬ
と
こ
ろ

に
、
私
の
実
存
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界

に
、
私
の
代
わ
り
に
立
つ
と
さ
れ
ま
す
（D

BW
 12, 306

）。
人
間
は
、
自
分
で
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
境
界

に
よ
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
自
己
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
古
い
自
己
と
新
し
い
自
己
と
の
間
、
換
言
す
れ
ば
、〈
ア
ダ
ム
に

お
い
て
あ
る
私
〉
と
〈
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
あ
る
私
〉
の
間
に
は
、
越
え
ら
れ
な
い
境
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
神
の
裁
き
を
受
け
る

場
所
で
あ
り
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
は
〈
私
の
た
め
〉（Pro-m

e

）
に
、
仲
保
者
と
し
て
立
っ
て
い
る
、
と
言
い
ま
す
。
い
ま
や
キ
リ
ス
ト

が
、
私
に
と
っ
て
の
境グ

レ
ン
ツ
ェ界
で
あ
る
と
同
時
に
、
再
獲
得
さ
れ
た
〈
新
し
い
中
心
〉
な
の
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。

「
境
界
と
し
て
境
界
が
認
識
さ
れ
う
る
の
は
、
た
だ
そ
の
境
界
の
向
こ
う
側
か
ら
だ
け
で
あ
る
。
人
間
が
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自

ら
の
境
界
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
こ
の
境
界
に
お
い
て
自
ら
の
新
し
い
中
心
が
ふ
た
た
び
見
出
さ
れ
る
の
を
見
る
こ

と
が
、
重
要
で
あ
る
」（D

BW
 12, 306f.

）。
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も
っ
と
具
体
的
に
言
う
と
、
キ
リ
ス
ト
が
立
つ
場
と
は
、
第
一
に
、
律
法
の
裁
き
と
義
認
の
中
心
、
第
二
に
、
約
束
と
成
就
の
中
心
、

第
三
に
、
呪
い
の
も
と
に
あ
る
堕
罪
後
の
自
然
と
救
済
の
も
と
に
あ
る
自
然
の
中
心
の
三
つ
を
意
味
し
ま
す
。
続
け
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

の
記
述
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

人
間
実
存
の
中
心
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
は
〈
人
間
実
存
の
中
心
〉
で
あ
り
、
成
就
さ
れ
た
律
法
を
意
味
し
ま
す
（D

BW
 12, 307

）。
確
か
に
人
間
は
律

法
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
い
ま
す
。
人
間
は
、
律
法
と
成
就
の
間
に
い

る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
は
、
人
間
が
律
法
に
た
い
し
て
も
は
や
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
そ
の
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス

ト
は
人
間
実
存
の
限
界
で
あ
り
、
ま
た
裁
き
で
あ
る
が
、
し
か
も
人
間
の
新
し
い
実
存
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
中
心

で
あ
る
、
と
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
が
人
間
の
裁
き
で
あ
る
と
同
時
に
義
認
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

歴
史
の
中
心
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

第
二
に
、
キ
リ
ス
ト
は
〈
歴
史
の
中
心
〉
で
も
あ
り
ま
す
（D

BW
 12, 307�.

）。
つ
ま
り
歴
史
は
、
神
の
民
と
な
る
と
い
う
こ
と
と
メ

シ
ア
の
到
来
と
い
う
、
約
束
と
成
就
の
間
を
生
き
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
メ
シ
ア

の
約
束
は
、
歴
史
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
生
き
続
け
、
歴
史
は
こ
の
期
待
を
目
指
し
て
生
き
て
い
る
。
つ
ま
り
歴
史
は
、
本
質
的
に
は
メ
シ

ア
の
歴
史
で
あ
り
、
歴
史
の
意
味
は
、
メ
シ
ア
の
到
来
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
歴
史
は
、
個
人
が
律
法
に
た
い
し
て
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
約
束
を
自
力
で
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
歴
史
は
、
メ
シ
ア
に
お
い
て
自
ら
を
栄
化
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
歴
史

は
、
堕
落
し
た
〔
メ
シ
ア
思
想
に
よ
る
〕
不
可
能
な
約
束
を
目
指
し
て
、
苦
心
さ
ん
た
ん
す
る
。
歴
史
は
、
自
ら
の
メ
シ
ア
信
仰
の
確
か
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

さ
を
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
躓
き
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
唯
一
の
場
所
、
つ
ま
り
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う

な
堕
落
し
た
メ
シ
ア
思
想
の
流
れ
に
対
抗
し
て
、
道
が
切
り
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
メ
シ
ア
は
た
や
す
く
見
出
さ
れ
る
よ

う
な
歴
史
の
中
心
で
は
あ
り
え
ず
、
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
ま
た
隠
さ
れ
た
、
歴
史
の
中
心
に
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う

し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
は
約
束
が
成
就
さ
れ
る
場
所
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
キ
リ
ス
ト
が
メ
シ
ア
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
証
明
さ
れ
う
る
こ

と
で
は
な
く
、
た
だ
告
知
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
、「
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ

る
メ
シ
ア
に
た
い
す
る
期
待
の
成
就
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
破
壊
」（D

BW
 12, 308

）
と
な
っ
た
、
と
言
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
〈
成
就
〉
と
い
う
の
は
、
メ
シ
ア
が
じ
っ
さ
い
に
そ
こ
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、〈
破
壊
〉
と
は
、
見
か
け
上

の
メ
シ
ア
は
け
っ
し
て
到
来
せ
ず
、
成
就
は
隠
れ
た
か
た
ち
で
起
こ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
メ
シ
ア
は
人
間
が
そ
れ
と
す
ぐ
に
わ
か
る
よ

う
な
姿
で
は
現
れ
ず
、
い
わ
ゆ
る
〈
微
行
〉（Incognito

）
の
姿
に
お
い
て
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
歴
史
の
意

味
は
、
十
字
架
に
お
け
る
人
間
的
生
の
隠
蔽
の
深
み
の
な
か
で
生
じ
る
出
来
事
に
よ
っ
て
飲
み
込
ま
れ
て
い
る
」（D

BW
 12, 308

）
と

言
い
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
歴
史
の
意
義
は
、
こ
の
〈
謙
り
〉
の
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
生
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
他
の
あ
ら
ゆ

る
要
請
は
、
決
着
が
つ
き
、
裁
か
れ
、
打
ち
砕
か
れ
て
い
ま
す
。「
こ
こ
で
歴
史
は
、
自
ら
の
あ
ら
ゆ
る
約
束
と
共
に
、
境
界
へ
と
渡
さ

れ
て
い
る
」（D

BW
 12, 308

）。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
は
そ
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
〈
境
界
〉
は
同
時
に
、
ふ
た
た
び
〈
中
心
〉
と
な
る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は
、
歴
史
が
神
の
前
で
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
に
立
っ
て
お
り
、
歴
史
に
と
っ
て
も
仲
保
者
と
な
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
歴
史
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
語
っ
た
激
動
の
一
九
三
三
年
、
敗
戦
に
よ
る
負
債
と
世
界
恐
慌
に
よ
っ
て
失

業
者
が
あ
ふ
れ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
今
こ
そ
民
族
の
カ
イ
ロ
ス
（
歴
史
の
転
換
点
）
が
訪
れ
た
か
の
よ
う
に
、
待
望
の
メ
シ
ア
と
し
て
ヒ
ト
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ラ
ー
が
歓
迎
さ
れ
た
の
で
し
た
。
例
え
ば
Ｐ
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ヒ
ル
シ
ュ
が
ナ
チ
ス
の
歴
史
的
出
来
事
を
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
と
同
レ
ベ

ル
に
ま
で
引
き
上
げ
、
一
九
三
三
年
に
お
け
る
現
在
の
出
来
事
を
、
第
二
の
啓
示
の
源
泉
に
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
し
て
い
ま
す ）50
（

 

。

自
然
の
中
心
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

第
三
に
、
キ
リ
ス
ト
は
〈
自
然
の
中
心
〉
で
も
あ
り
ま
す
（D
BW

 12, 310f.

）。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は
〈
新
し
い
被
造
物
〉
で
あ
る
。
新
し
い
被
造
物
と
し
て
、
他
の
被
造
物
す
べ
て
を
古
い
被
造
物
と
見
な
す
。
神

の
被
造
物
と
し
て
の
自
然
の
本
来
の
使
命
は
、
神
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
と
宣
教
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
や
堕
罪
に
よ
っ
て

ア
ダ
ム
の
耕
地
に
か
け
ら
れ
た
呪
い
の
下
に
あ
り
、
沈
黙
し
、
屈
従
し
、
自
由
な
く
、
支
配
さ
れ
た
被
造
物
と
な
っ
て
い
る
。
い
ま
や
自

然
は
自
由
を
喪
失
し
、「
隷
属
と
解
放
、
隷
属
と
救
済
の
中
間
」（D

BW
 12, 310

）
に
あ
り
、
た
だ
自
然
の
中
心
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
お

い
て
救
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
古
い
被
造
物
と
し
て
の
自
然
は
、
具
体
的
に
は
教
会
の
聖サ

ク
ラ
メ
ン
ト

礼
典
に ）51
（

お
い
て
、
隷
属
化
し
た
状
態
か
ら
自
由
へ
と
解
放
さ
れ
る
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
隷
属
さ
せ
ら
れ
た
自
然
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
し
る
し
が
立
ち
起
こ
り
、
そ
の
し
る
し
に
お
い
て
、
古
い
被
造
物
の
エ
レ
メ
ン
ト

が
、
新
し
い
被
造
物
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
な
っ
た
。
ど
う
い
う
点
に
お
い
て
か
。
そ
れ
ら
が
沈
黙
か
ら
、
人
間
に
よ
る
解
釈
か
ら
、
解

放
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
で
あ
る
」（D

BW
 12, 310

）。

つ
ま
り
、
聖
礼
典
に
お
け
る
水
や
パ
ン
や
ぶ
ど
う
酒
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
〈
目
に
見
え
る
神
の
言
葉
〉）52
（

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
エ
レ
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

メ
ン
ト
は
自
ら
が
何
で
あ
る
か
を
自
ら
語
る
の
で
あ
り
、
人
間
の
解
釈
を
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
解

釈
か
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
聖
礼
典
に
お
い
て
だ
け
、
キ
リ
ス
ト
は
神
と
自
然
と
の
間
の
仲
保
者
と
し
て
、
自
然
の
中
心
で
あ
る
」

（D
BW

 12, 310

）
と
説
い
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
自
然
観
か
ら
す
る
と
、
も
は
や
古
い
被
造
物
と
し
て
の
自
然
は
、
自
然
神
学
者
が
期
待
す
る
よ
う

な
、
自
由
に
神
の
言
葉
を
宣
教
す
る
〈
神
の
書
物
〉
と
は
見
な
し
が
た
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
キ
リ
ス
ト
抜
き
に
思

考
さ
れ
た
自
然
神
学
に
た
い
す
る
彼
の
抵
抗
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
ｃ
）
代
理
的
愛
の
体
現
者
キ
リ
ス
ト

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
は
、
人
間
の
実
存
・
歴
史
・
自
然
の
中ミ

ッ
テ心
か
つ
仲ミ

ッ
ト
ラ
ー
保
者
と
さ
れ
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
じ
っ
さ
い

に
は
、
人
間
の
実
存
は
、
同
時
に
歴
史
で
あ
り
自
然
で
あ
る
」（D

BW
 12, 310f.

）
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
抽
象
的
な
こ

と
で
は
な
く
、
互
い
に
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
隷
属
の
下
に
あ
る
被
造
物
の
仲
保
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
、
律
法
の
成

就
で
あ
り
、
ま
っ
た
き
人
間
に
と
っ
て
隷
属
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
前
で
私
に
代
わ
っ
て
私
が

立
つ
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
立
つ
、〈
私
の
た
め
の
存
在
〉（Pro-m

e-Sein

）
だ
か
ら
で
す
。
ま
さ
に
仲
保
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
は
、

古
い
堕
落
し
た
世
界
の
終
わ
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
し
い
神
の
世
界
の
は
じ
め
だ
と
言
う
の
で
す
（D

BW
 12, 311

）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
〈･･･

の
た
め
〉
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
『
キ
リ
ス
ト
論
』
の
な
か
で

く
り
返
し
、
キ
リ
ス
ト
を
〈
私
の
た
め
の
存
在
〉
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、〈
わ
れ
わ
れ
の
た
め
〉（pro nobis

）（D
BW

 12, 345f.

）
と
呼

ん
で
い
る
箇
所
も
あ
れ
ば
、〈
人
間
の
た
め
の
存
在
〉（Für-den- M

enschen-Sein

）（D
BW

 12, 305, 307

）
と
言
い
換
え
て
い
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
す
べ
て
が
、
お
そ
ら
く
は
晩
期
の
『
獄
中
書
簡
集
』
に
お
い
て
、〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉（D

as „Für-
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andere- D
asein

”

））53
（

と
表
現
さ
れ
た
こ
と
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
た
め
の
存
在
で
あ

り
、
神
の
前
に
立
つ
私
と
い
う
一
個
の
人
間
の
た
め
の
存
在
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
存
在
で
あ
り
、
人
間
の
た
め
の
存
在
で
あ

り
、
世
の
た
め
の
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
、〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
と
い
う
表
現
へ
と
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
、
こ
の
〈･･･

の
た

フ
ュ
アめ
に
〉
と
い
う
表
現
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、〈･･･

に
代
わ
っ
て
〉
と
い
う
〈
代
理
〉
の

意
味
を
含
み
ま
す
。
例
え
ば
、
第
二
期
の
著
『
倫
理
』
の
な
か
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
生
命
そ
の
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
で
あ
る
イ
エ
ス
は
、
人
と
な
っ
た
神
の
子
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
代
理
し
て
生
き

た
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
生
命
す
べ
て
が
、
本
質
的
に
彼
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
生
命
で
あ
る
」（D

BW
 6, 257

）。

こ
の
代
理
と
い
う
考
え
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
理
解
に
お
い
て
重
要
な
概
念
で
す
の
で
、
本
書
の
第
二
章
で
『
倫
理
』
の
記
述

を
中
心
に
、
さ
ら
に
詳
し
く
取
り
上
げ
ま
す
。

そ
れ
以
前
の
著
作
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
の
イ
エ
ス
が
代
理
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
二
一
歳
で
提
出
さ
れ
た
博

士
論
文
『
聖
徒
の
交
わ
り
』
に
お
い
て
も
、
す
で
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
罪
な
き
者
と
し
て
イ
エ
ス
は
、
他
者
の
罪
と
罰
を
わ
が
身
に
引
き
受
け
、
自
ら
が
犯
罪
者
と
し
て
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
呪
わ
れ

た
も
の
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
世
の
罪
を
背
負
い
、
世

フ
ュ
ア
・
デ
ィ
・
ヴ
ェ
ル
ト

に
代
わ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
犯
罪
者
の
十

字
架
上
で
、
代
理
的
愛
が
、
神
に
た
い
す
る
従
順
が
、
罪
に
勝
利
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
は
事
実
上
罰
せ
ら
れ
、
克
服
さ
れ
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

て
い
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 1, 99

）。

こ
こ
で
は
、「
世
に
代
わ
っ
て
」
と
表
現
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
は
世
界
の
、
堕
罪
後
の
被
造
物
す
べ
て
の
代
理
と
し
て
罪
責
を
担
っ
て
死

な
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
誰
も
が
そ
の
愛
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
と
人
間
と
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
代
理
的
愛
〉
に
基
づ
く
関
係
が
あ
り
、
自
ら
の
他
者
に
た
い
す
る
行
動
は
、
代
理
と
い

う
生
命
原
理
か
ら
生
ず
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
代
理
的
愛
の
例
を
、
二
一
歳
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
聖
書
が
告
げ
る
モ
ー
セ
（
出
エ
ジ
プ
ト
三
二
章
三
二
節
）
と
パ
ウ
ロ
（
ロ

マ
書 

九
章
一
節
以
下
）
の
行
動
に
見
出
し
て
い
ま
し
た
。

「
こ
こ
で
自
ら
を
証
す
る
愛
は
、
兄
弟
た
ち
の
た
め
に
自
ら
進
ん
で
神
の
怒
り
へ
と
赴
き
、
た
だ
兄
弟
た
ち
が
神
の
交ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

わ
り
に
入
る

の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
が
神
の
怒
り
を
受
け
る
こ
と
を
望
み
、
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
代
理
と
な
っ
た
よ
う
に
、
兄
弟
た
ち
の
代
わ

り
を
引
き
受
け
る
」（D

BW
 1, 122

）。

一
方
で
モ
ー
セ
は
、
神
の
子
牛
を
礼
拝
し
た
彼
の
民
と
共
に
神
か
ら
棄
て
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
、
他
方
で
パ
ウ
ロ
は
、
兄
弟
た
ち
を
神

の
交
わ
り
に
入
れ
る
た
め
に
、
自
分
が
呪
わ
れ
て
キ
リ
ス
ト
か
ら
離
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
し
た
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
モ
ー
セ
の
行
為
は
英
雄
的
で
、
彼
の
民
と
共
に
神
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
棄
て
ら
れ
る
か
を
望
む
も
の
で
あ
り
、
ま
だ

理
解
し
や
す
い
も
の
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
パ
ウ
ロ
の
行
為
は
、
彼
は
何
よ
り
も
神
を
愛
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
自

分
が
呪
わ
れ
て
神
の
交
わ
り
か
ら
離
さ
れ
よ
う
と
も
、
彼
の
兄
弟
た
ち
が
陥
っ
て
い
る
罪
を
彼
の
民フ

ォ
ル
ク族

に
代
わ
っ
て
引
き
受
け
る
こ
と
を
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願
う
と
い
う
、
考
え
が
た
い
神
に
た
い
す
る
愛
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
パ
ウ
ロ
の
行
為
を
次
の
よ
う

に
理
解
し
て
い
ま
す
。

「
ま
さ
に
彼
〔
パ
ウ
ロ
〕
が
神
の
交
わ
り
と
彼
の
民
族
を
本
当
に
愛
す
る
か
ら
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
隣
人
に
た
い
し
て
余
す
こ
と

な
く
献
身
せ
よ
と
い
う
律
法
に
従
順
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
自
ら
が
神
に
よ
っ
て
火
刑
に

処
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
そ
の
と
こ
ろ
で
、
神
と
の
最
も
深
い
結
び
つ
き
の
な
か
に
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 1, 122f.

）。

つ
ま
り
パ
ウ
ロ
の
行
為
は
、
不
従
順
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
と
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
を
命
ず
る
律
法
に
た
い
し
て
ま
っ
た
く
従
順

で
あ
る
が
ゆ
え
の
行
為
だ
と
言
い
ま
す
。

「
愛
と
い
う
も
の
は
、
結
局
、
交
わ
り
を
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
〈
他
者
〉
を
求
め
る
が
、
交
わ
り
を
求
め
る
こ
と
が
少
な

い
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
確
か
に
交
わ
り
を
見
出
す
の
で
あ
る
」（D

BW
 1, 123

）。

お
そ
ら
く
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
、
本
当
に
個
と
し
て
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
他
者
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、
交
わ
り
（
共
同
体
）
と
切
り
離
さ
れ
た
孤
立
者
と
な
っ
て
い
て
も
、
最
も
深
い
孤
独
に

あ
る
そ
の
と
こ
ろ
で
、
最
も
深
い
交
わ
り
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
〈
個
〉
で
す
。
お
そ
ら
く
彼
に
と
っ
て
は
、
十
字
架
へ

と
追
い
や
ら
れ
、
弟
子
に
も
見
捨
て
ら
れ
、
外
面
的
に
は
極
度
の
孤
独
の
な
か
で
死
し
た
キ
リ
ス
ト
は
、
ま
さ
に
深
い
意
味
に
お
い
て

〈
個
〉
と
し
て
あ
り
、
ま
た
代
理
的
愛
の
体
現
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

（
ｄ
）〈
キ
リ
ス
ト
の
現
実
〉

―
神
の
現
実
と
こ
の
世
の
現
実
へ
の
問
い
が
同
時
に
経
験
さ
れ
る
場
所 

―

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
代
理
的
愛
の
体
現
者
、〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
イ
エ
ス
が
、
堕
罪
後
の
人
間
に
と
っ

て
の
〈
新
し
い
中
心
〉
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
ア
ダ
ム
に
お
け
る
人
間
は
、
古
い
自
己
を
死
に
つ
つ
、
新
し
い
自
己
を
生
き
る
の
で
す
。

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
も
は
や
自
ら
に
向
け
て
構
成
さ
れ
た
〈
現
実
〉
で
は
な
く
、〈
キ
リ
ス
ト
の
現
実
〉
を
生
き
る
の
で
す
。

こ
の
〈
現
実
〉
と
い
う
概
念
に
関
し
て
、『
倫
理
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
神
の
現
実
が
こ
の
世
の
現
実
に
入
っ
て
来
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
神
の
現
実
と
こ
の
世
の
現
実
に
た
い
す
る
問
い

の
答
え
が
同
時
に
経
験
さ
れ
る
場
所
は
、
た
だ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
名
に
よ
っ
て
の
み
示
さ
れ
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 

6, 39

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
〈
人
と
な
っ
た
神
〉
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
裂
が
克
服
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
と
い
う
場
所
で
は
、
絶
対
的
に
質
的
差
異
の
あ
る
二
者
が
、
神
と
人
間
が
、
神
の
現
実
と
こ
の
世
の
現
実
が
、
同

一
化
す
る
の
で
も
分
離
す
る
の
で
も
な
く
、
多
次
元
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
分
裂
を
超
え
る
場

所
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
理
解
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
『
キ
リ
ス
ト
論
』
に
お
い
て
注
目
し
て
い
る
「
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
」）54
（

の
逆
説
的
表
明
に

依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
（D

BW
 12, 327�

）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
真
の
神
で
あ
り
、
真
の
人
間
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
、
二
つ

の
本
性
に
お
い
て
混
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
変
化
す
る
こ
と
な
く
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら

に
『
倫
理
』
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
場
所
に
お
い
て
は
、「
神
と
こ
の
世
の
現
実
が
和
解
さ
れ
、
神
と
人
間
が
ひ
と
つ
に
さ
れ
て

い
る
」（D

BW
 6, 68

）
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
出
来
事
に
よ
る
罪
の
贖
い
を
通
し
て
、
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こ
の
世
は
す
で
に
神
と
〈
和
解
〉
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
分
裂
が
克
服
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
同
様
の
記
述
は
、
彼
の
第

二
期
の
著
『
服
従
』（
一
九
三
七
年
）
に
も
現
れ
て
い
ま
し
た
。

「
彼0

〔
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〕
は0

、
神
と
人
と
の
間
の
み
な
ら
ず
、
人
と
人
と
の
間
の
、
人
と
現
実
と
の
間
の
仲
保
者
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

。
な

ぜ
な
ら
、
全
世
界
が
彼
を
通
し
て
彼
に
向
け
て
創
造
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（･･････

）
キ
リ
ス
ト
〔
の
到
来
〕
以
来
、
人

間
の
神
に
た
い
す
る
関
係
も
こ
の
世
に
た
い
す
る
関
係
も
、
い
か
な
る
直
接
的
な
関
係
も
存
在
し
な
い
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 4, 

88f.

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
の
〈
中ミ

ッ
テ心

〉
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
、
同
時
に
〈
仲ミ

ッ
ト
ラ
ー

保
者
〉
で
も
あ
り
ま
す
。
も
は
や
人

間
に
と
っ
て
直
接
的
に
神
や
他
者
に
い
た
る
道
は
な
く
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
仲
保
を
通
し
て
の
み
出
会
う
と
さ
れ
ま
す
。
一
般
的
な
理
解

で
は
た
び
た
び
、
宗
教
改
革
の
思
想
に
よ
れ
ば
、
神
と
キ
リ
ス
ト
者
は

―
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
は
異
な
り

―
仲
介
な
く
、
直
接
に
結

び
つ
く
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
を
介
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
は
神
と
出
会
う

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は
、
仲
保
者
と
し
て
、
神
と
こ
の
世
の
中
心
に
立
ち
、
人
間
に
と
っ
て
の
唯
一
の
直
接
性
な
の

で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
再
獲
得
さ
れ
た
〈
新
し
い
中
心
〉
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
和
解
〉
が
成
立
し
、〈
分
裂
〉
が
克
服
さ

れ
て
い
る
〈
キ
リ
ス
ト
の
現
実
〉
を
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
此
岸
に
あ
り
な
が
ら
彼
岸
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
と

い
う
、
パ
ラ
ド
ク
ス
を
生
き
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
〈
キ
リ
ス
ト
の
現
実
〉
を
生
き
る
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
本
書
の
第
二
章
に
お

い
て
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
〈
限
界
〉
か
ら
見
る
人
間
学
と
い
う
第
一
章
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
に
お
い
て
、〈
人
間
の

ロ
ゴ
ス
〉
の
限
界
と
し
て
の
〈
神
の
ロ
ゴ
ス
〉
キ
リ
ス
ト
に
聴
き
従
う
生
に
つ
い
て
だ
け
、
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

（
ｅ
）〈
人
間
の
ロ
ゴ
ス
〉
の
限グ

レ
ン
ツ
ェ界

と
し
て
の
〈
神
の
ロ
ゴ
ス
〉
キ
リ
ス
ト

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
先
に
述
べ
た
『
キ
リ
ス
ト
論
』
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
は
言
葉
で
あ
り
、
し
か
も
〈
神
の
ロ
ゴ
ス
〉
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
を
言
葉
と
す
る
理
解
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
解
釈
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、〈
人
間
の
ロ
ゴ
ス
〉
に
と
っ
て
の
限グ

レ
ン
ツ
ェ界

で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
実
存
の
限
界
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
新
約
聖
書
に

お
い
て
ロ
ゴ
ス
は
、
受
肉
し
た
神
の
言
葉
と
し
て
キ
リ
ス
ト
に
収
斂
し
（
ヨ
ハ
ネ 

一
章
一
―
一
八
節
）、
神
は
言
葉
に
お
い
て
自
ら
を
啓

示
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
の
ロ
ゴ
ス
が
人
間
の
ロ
ゴ
ス
に
入
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
れ
を
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
〈
謙
り
〉
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
神
の
ロ
ゴ
ス
は
、
一
個
の
〈
人
格
〉（persona

）
と
見
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
「
ロ
ゴ
ス
が
人
間
に
な
っ
た
」（
ヨ
ハ
ネ 

一
章
一
四
節
）
と
聖
書
が
告
げ
る
出
来
事
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
キ
リ
ス
ト
論
の

前
提
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
証
明
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
、
と
言
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
も
し
証
明
の
対
象
で
あ
れ

ば
、
超
越

0

0

で
は
な
い
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 12, 281

）
か
ら
で
す
。

よ
っ
て
、
人
格
で
あ
る
神
の
ロ
ゴ
ス
と
人
間
の
ロ
ゴ
ス
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
科
学
に
お
い
て
は
、
自
然
科

学
で
あ
れ
精
神
科
学
で
あ
れ
、
人
間
の
ロ
ゴ
ス
が
、
対
象
を
す
で
に
私
の
手
元
に
あ
る
秩
序
に
組
み
込
む
と
い
う
作
業
が
重
要
と
な
っ
て

き
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
対
象
は
、〔
人
間
の
〕
可
能
性
に
よ
っ
て
、
い

ヴ
ィ
ーか
に
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
、
人
間
の
内
在
的
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
、
規
定
さ

れ
、
認
識
さ
れ
、
把
握
さ
れ
る
」（D

BW
 12, 281

）。
つ
ま
り
、「
究
極
の
前
提
が
、
人
間
の
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」

（D
BW

 12, 282

）。
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そ
れ
で
は
、
も
し
こ
の
〈
究
極
の
前
提
〉
が
疑
問
に
附
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
う
考
え

ま
す
。
ロ
ゴ
ス
は
、
依
然
と
し
て
〈
い
か
に
〉（w

ie

）
を
問
題
に
し
続
け
る
。
ロ
ゴ
ス
は
、
自
ら
の
支
配
が
外
か
ら
脅
か
さ
れ
る
の
を
見

て
、
自
ら
を
否
定
す
る
と
い
う
方
法
で
、
自
ら
の
要
求
を
先
回
り
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
ロ
ゴ
ス
の
究
極
の
力
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル

が
そ
の
哲
学
に
お
い
て
成
し
と
げ
た
こ
と
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

「
他
の
ロ
ゴ
ス
の
攻
撃
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
が
す
る
こ
と
は
、
低
俗
な
拒
絶
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ロ
ゴ
ス
の
自
己
否
定
の
力
に
た
い
す

る
偉
大
な
る
洞
察
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
己
否
定
は
、
ロ
ゴ
ス
の
自
己
肯
定
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
究
極
の
前

提
を
攻
撃
す
る
と
い
う
試
み
は
、
失
敗
に
終
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ゴ
ス
は
反
対
ロ
ゴ
ス
を
自
ら
の
内
に
吸
収
し

た
か
ら
で
あ
る
」（D

BW
 12, 282

）。

よ
う
す
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
否
定
し
た
人
間
の
限
界
を
超
え
た
対
象
の
考
察
が
、
そ
の
限
界
を
克
服
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
考
察
さ
れ
て
お
り
、
限
界
は
つ
ね
に
、
す
で
に
超
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
ハ
ン
ス
＝
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ロ
イ
タ
ー
（H

ans- Richard 

Reuter 1947- 

）
は
、「
い
か
に
し
て
〈
限
界
〉
と
い
う
も
の
が
、
お
そ
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
拠
の
手
に
落
ち
る
に
違
い
な
い
、
た
ん
な

る
ひ
と
つ
の
規
定
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
す
る
誤
解
か
ら
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
つ
ね
に
思
惟
に
お
い
て
す
で
に

仲
介
さ
れ
、
止
揚
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
持
続
的
に
守
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」（D

BW
 2, 182

）
と
い
う
こ
と
が
、
ボ

ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
問
題
意
識
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

こ
の
限
界
の
喪
失
と
い
う
問
題
に
面
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

「
も
し
反
対
ロ
ゴ
ス
が
、
突
如
と
し
て
ま
っ
た
く
新
し
い
形
態
に
お
い
て
自
ら
の
要
求
を
告
げ
る
と
す
れ
ば
、
何
が
起
こ
る
で
あ
ろ

う
か
」（D

BW
 12, 282

）。

つ
ま
り
、
神
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
、
人
間
の
ロ
ゴ
ス
に
た
い
す
る
審
判
者
と
し
て
名
の
り
出
て
、
聖
書
の
記
述
の
よ
う
に
、

「
私
は
真
理
で
あ
る
」（
ヨ
ハ
ネ 

一
四
章
六
節
））

55
（

、
私
は
人
間
の
ロ
ゴ
ス
の
死
で
あ
り
、
神
の
ロ
ゴ
ス
の
生
命
で
あ
り
、
最
初
で
あ
り
終
わ

り
で
あ
る
（
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録 

一
章
八
節
））

56
（

、
と
告
げ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
時
、
何
が
起
こ
る
か
と
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
神
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
が
、「
人
間
と
い
う
の
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ロ
ゴ
ス
と
共
に
私
の
手

に
落
ち
る
」（D

BW
 12, 282

）
と
告
げ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
受
肉
し
た
言
葉
を
ロ
ゴ
ス
の
秩
序
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
可
能
性
は
な
く
、

そ
こ
に
な
お
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
だ
「
あ
な
た
は
誰
で
す
か
」（D

BW
 12, 282

）
と
問
う
こ
と
だ
け
だ
と
言
い
ま
す
。
彼
に
と
っ

て
、
こ
の
〈
誰
〉（w

er

）
と
い
う
問
い
は
、〈
超
越
〉
に
た
い
す
る
問
い
で
す
。
こ
れ
と
は
逆
に
、〈
い
か
に
〉
と
い
う
思
弁
的
問
い
は
、

〈
内
在
〉
に
た
い
す
る
問
い
で
す
。
し
た
が
っ
て
、〈
い
か
に
〉
と
い
う
問
い
は
、〈
超
越
〉
で
あ
る
神
の
子
キ
リ
ス
ト
を
捉
え
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
思
弁
に
よ
る
神
認
識
の
方
法
は
、
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、〈
誰
〉
と
い
う
問
い
は
、
他
者
の
異
種
性
（A

ndersartigkeit

）
の
表
現
で
あ
り
、
問
う
者
の
実

存
的
問
い
で
す
。〈
誰
〉
を
問
う
〈
人
格
的
問
い
〉
に
お
い
て
、
問
う
者
は
、
自
分
自
身
を
限
界
づ
け
る
存
在
に
つ
い
て
問
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

「
も
し
問
う
者
が
、
自
ら
の
ロ
ゴ
ス
が
そ
の
限
界
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
を
答
え
と
し
て
聞
く
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
自
ら
の
実
存

の
限
界
に
突
き
当
っ
て
い
る
」。
し
た
が
っ
て
、「
実
存
の
問
い
は
、
超
越
の
問
い
で
あ
る
」（D

BW
 12, 283

）。
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つ
ま
り
は
、
神
の
ロ
ゴ
ス
に
た
い
し
て
〈
誰
〉
と
問
う
こ
と
は
、
超
越
に
た
い
す
る
問
い
で
あ
り
、
人
間
は
そ
の
答
え
を
、
人
間
実
存

の
限
界
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
聞
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
人
間
の
〈
誰
〉
と
い
う
超
越
に
た
い
す
る
問
い
は
、
つ

ね
に
自
分
自
身
の
方
に
向
き
を
変
え
、「
そ
の
よ
う
に
問
う
お
ま
え
こ
そ
誰
な
の
か
」
と
、
逆
に
問
い
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
超

越
と
い
う
限
界
に
突
き
当
り
、
問
い
は
つ
ね
に
自
分
の
方
に
返
っ
て
く
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
〈
誰
〉
と
い
う
人
格
的
問
い

は
、
超
越
と
実
存
に
た
い
す
る
問
い
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
的
な
問
い
だ
と
言
い
ま
す
。
よ
う
す
る
に
、
他
の
人
間
・
他
の
存
在
・
他
の
権

威
に
た
い
す
る
問
い
、
隣
人
愛
に
た
い
す
る
問
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
す
。

し
か
し
ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
人
間
は
じ
っ
さ
い
に
は
、〈
誰
〉
と
問
う
時
で
あ
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
権
威
に
拘
束
さ
れ
て
い

る
た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
、〈
い
か
に
〉
と
思
弁
的
に
問
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
認
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
の
言
葉
で
言
え

ば
、〈
自
己
自
身
の
内
に
歪
曲
し
た
心
〉（cor curvum

 in se

））57
（

の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
の
表
現
を
く
り

返
し
引
用
し
て
い
ま
す）58
（

。
こ
の
〈
歪
曲
し
た
心
〉
と
は
、
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、〈
自
然
の
光
〉
の
到
来
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
い
わ
ゆ

る
〈
恵
み
の
光
〉
と
対
立
す
る
も
の
で
す）59
（

。〈
自
然
の
光
〉
と
は
、「
す
る
と
彼
ら
の
眼
は
開
い
た
」（
創
世
記 

三
章
七
節
）
と
い
う
聖
書

の
記
述
か
ら
す
る
と
、
堕
罪
の
直
後
に
や
っ
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
〈
自
然
理
性
の
光
〉
と
も
呼
ば
れ
、
人
間
生
来
の

認
識
能
力
で
あ
る
理
性
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
は
た
ら
き
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
光
に
よ
っ
て
人
間
は
、
善
と
悪
を
知
る
も
の
と

な
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
ル
タ
ー
に
お
い
て
〈
自
然
の
光
〉
は
、
ヨ
ブ
（
ヨ
ブ 
三
章
一
節
以
下
）
や
エ
レ
ミ
ヤ
（
エ
レ
ミ
ヤ 

二
〇
章
一
四
節
）
に
お
い

て
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、〈
光
〉
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
〈
暗
黒
〉
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、〈
恵
み
〉
は
神
の
み
を
見

て
、
神
の
み
を
求
め
、
神
の
み
に
向
か
う
の
に
た
い
し
て
、〈
本
性
〉
は
、
自
分
だ
け
を
見
て
、
自
分
だ
け
を
求
め
、
自
分
だ
け
を
目
指

し
、
す
べ
て
の
も
の
、
中
心
の
神
す
ら
も
、
あ
た
か
も
見
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
通
り
過
ぎ
、
自
分
自
身
の
内
へ
と
向
か
う
と
考
え
る
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

か
ら
で
す 

）
60
（

。
ル
タ
ー
に
よ
れ
ば
、〈
自
己
自
身
の
内
に
歪
曲
し
た
心
〉
は
、「
す
べ
て
の
も
の
の
代
わ
り
に
、
神
の
代
わ
り
に
さ
え
、
自

分
を
置
き
、（･･････

）
さ
ら
に
、
神
を
も
自
分
の
た
め
に
偶
像
に
し
、
神
の
真
理
を
い
つ
わ
り
と
し
、
結
局
は
、
造
ら
れ
た
す
べ
て
の

も
の
や
神
の
賜
物
の
す
べ
て
を
偶
像
に
し
て
し
ま
う
」）61
（

と
さ
れ
ま
す
。
よ
う
す
る
に
〈
歪
曲
し
た
心
〉
と
は
、
自
己
を
超
え
て
神
を
も
知

る
結
果
と
し
て
、
ふ
た
た
び
自
己
に
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い
精
神
の
は
た
ら
き
の
表
現
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
義
学
に
よ
っ
て
は
、

〈
理
性
の
壊
滅
〉
と
呼
ば
れ
ま
し
た）62
（

。

こ
の
よ
う
な
ル
タ
ー
の
人
間
観
に
従
っ
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
は
〈
誰
〉
と
問
う
時
、
一
見
し
て
従
順
な
ア
ダ
ム
の
言
葉

で
語
り
は
し
て
も
、
堕
罪
後
の
〈
独
在
す
る
〉
ア
ダ
ム
と
し
て
、「〈
い
か
に
〉
と
考
え
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

」
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
（
傍
点
原

著
）（D

BW
 12, 283

）。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
つ
ね
に
〈
内
在
〉
に
関
す
る
問
い
へ
と
歪
曲
し
て
し
ま
い
、〈
誰
〉
の
秘
密
は
隠
さ
れ
た
ま

ま
で
す
。
し
た
が
っ
て
、〈
誰
〉
と
い
う
問
い
は
、
問
わ
れ
て
い
る
も
の
が
す
で
に
自
己
を
啓
示
し
、
内
在
的
ロ
ゴ
ス
が
破
棄
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
の
み
正
当
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
論
的
問
い
は
、
学
問
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
が
自
己

を
神
の
言
葉
と
し
て
啓
示
し
、
す
で
に
神
が
誰
で
あ
る
か
知
ら
れ
た
場
所
、
つ
ま
り
教
会
に
お
い
て
の
み
正
し
く
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
無
条
件
的
で
や
み
く
も
な
神
探
求
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
て
い
ま
す
（D

BW
 12, 283f.

）。
こ
こ
で
教
会
と
い
う
の
は
、
第
一
期

の
著
作
『
聖
徒
の
交
わ
り
』
か
ら
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、〈
信

ゲ
マ
イ
ン
デ

仰
共
同
体
と
し
て
現
存
す
る
キ
リ
ス
ト
〉
が
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
る
と
、〈
誰
〉
と
い
う
問
い
は
、
た
だ
〈
超
越
〉
か
ら
、
自
ら
の
〈
限
界
〉
か
ら
答
え
ら
れ

る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
に
お
け
る
神
自
ら
の
啓
示
に
よ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、〈
誰
〉
と
い

う
〈
超
越
〉
に
た
い
す
る
問
い
を
、〈
内
在
〉
か
ら
、
換
言
す
れ
ば
、〈
業
〉
か
ら
、〈
可
能
性
〉
か
ら
、
答
え
よ
う
と
す
る
い
っ
さ
い
の

試
み
に
た
い
し
て
、
抗
議
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
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（
ｆ
）〈
神
の
ロ
ゴ
ス
〉
キ
リ
ス
ト
に
聴
き
従
う

そ
れ
で
は
、〈
神
の
ロ
ゴ
ス
〉
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
聴
き
従
う
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、

反
対
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
に
要
求
を
突
き
つ
け
る
時
、
人
間
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

「
人
間
と
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
可
能
性
し
か
存
在
し
な
い
。
人
間
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
と

も
イ
エ
ス
を
殺
す
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
」（D

BW
 12, 288

）。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、〈
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
〉
生
き
る
か
、〈
ア
ダ
ム
に
お
い
て
〉
生
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
の
現
実
を
生
き
る
か
、
自
分
自
身
に
向
け
て
構
成
さ
れ
た
現
実
を
生
き
る
か
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で

注
意
が
必
要
な
の
は
、
こ
の
神
の
ロ
ゴ
ス
と
の
出
会
い
は
、
何
か
固
定
的
な
〈
理
念
〉（Idee

）
に
出
会
う
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、〈
語
り
か
け
〉
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
、
そ
の

0

0

つ
ど

0

0

生
起
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
彼
に
と
っ
て
、
神
の
ロ
ゴ
ス
と
人
間
の
ロ
ゴ
ス
は
完
全
に
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
（D

BW
 12, 298

）。

キ
リ
ス
ト
が
人
間
に
た
い
す
る
生
き
生
き
と
し
た
〈
語
り
か
け
〉
と
い
う
か
た
ち
の
言
葉
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
人
間
の
言
葉
は
〈
理

念
〉
と
い
う
か
た
ち
の
言
葉
で
あ
り
、
両
者
は
互
い
に
排
除
し
あ
う
も
の
で
す
。
人
間
の
思
惟
と
い
う
も
の
は
、
普
遍
的
な
近
づ
き
や
す

さ
を
特
質
と
す
る
思
惟
で
あ
り
、
理
念
に
属
し
ま
す
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
た
い
し
て
も
あ
て
は
ま
り
、
こ
の
思
惟
に
お
い
て
、
彼
を
具

現
化
さ
れ
た
〈
神
の
理
念
〉
に
し
て
し
ま
う
と
言
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
理
念
と
い
う
か
た
ち
の
言
葉
と
正
反
対
な
の
が
、〈
語
り
か
け
〉
と
し
て
の
言
葉
で
す
（D

BW
 12, 298

）。
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
理
念
と
し
て
の
言
葉
は
、
自
己
自
身
の
内
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
語
り
か
け
と
し
て
の
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

言
葉
は
、
た
だ
二
者
間
の
言
葉
と
し
て
、
つ
ま
り
語
り
か
け
と
応
答
（A

ntw
ort

）、
す
な
わ
ち
責
任
（Verantw

ortung

））63
（

と
し
て
の
み

存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
無
時
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
な
か
で
生
起
し
ま
す
。
ま
た
理
念
の
よ
う
に
、
普
遍
的
で
い
つ
で
も
誰

に
で
も
近
づ
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
他
者
か
ら
、
神
か
ら
、
語
り
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
起
す
る
も
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
、「
こ
の
言
葉
は
、
ま
っ
た
く
語
り
か
け
る
者
の
自
由
に
お
い
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
一
度

限
り
で
あ
り
、
そ
の
つ
ど
新
し
い
」（D

BW
 12, 298

）
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
〈
語
り
か
け
〉
と
し
て
の
性
格
に
は
、
交ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

わ
り
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
、
そ
の
真
理
と
し
て
の
性
格
に

は
、
た
だ
相
手
を
真
理
の
な
か
に
立
た
せ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
交
わ
り
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
と
言
い
ま
す
。

こ
の
場
合
、〈
真
理
〉
と
は
、
永
遠
に
自
己
の
う
ち
に
安
住
す
る
何
も
の
か
で
は
な
く
、
二
者
間
で
、
た
だ
交
わ
り
に
お
い
て
、
生
起
す

る
も
の
で
す
。
ま
た
語
り
か
け
の
言
葉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
、
無
時
間
的
な
言
葉
で
は
な
く
、「
具
体
的
な
瞬
間
に
切
り
込
ん
で
来
る

真
理
」（D

BW
 12, 298

）
と
さ
れ
ま
す
。
人
間
は
、
語
り
か
け
ら
れ
た
〈
瞬
間
〉
に
、
今
こ
こ
で
、
責
任
の
状
態
、
す
な
わ
ち
決
断
の

状
態
に
〈
人
格
〉（Person

）
と
し
て
立
た
さ
れ
ま
す
（D

BW
 1, 28

）。
つ
ま
り
、〈
瞬
間
〉
と
は
責
任
の
時
で
あ
り
、
神
と
関
係
的
な
、

具
体
的
な
時
間
を
意
味
し
ま
す
。
こ
う
し
た
具
体
的
な
時
間
に
お
い
て
の
み
、
倫
理
の
現
実
的
要
求
が
生
じ
る
と
言
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
神
と
交
わ
る
〈
人
格
〉
は
、
く
り
返
し
時
間
の
な
か
で
生
じ
て
は
消
え
去
る
動
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
近
世
以

来
、
人
格
は
、
個
人
主
義
化
や
一
般
的
構
造
へ
と
還
元
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が）64
（

、
こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
る
キ
リ
ス

ト
教
的
人
格
と
い
う
の
は
、
関
係
性
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
す
。
そ
れ
は
堕
落
以
後
、
つ
ま
り
神
と
人
間
と
の
関
係
が
破
綻
し
た

後
の
交
わ
り
を
問
題
視
し
、〈
我
―
汝
関
係
〉
に
基
づ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
に
語
り
か
け
ら
れ
る
瞬
間
に
、
私
は
責
任
的
人
格
、

つ
ま
り
他
者
と
い
う
限
界
か
ら
制
約
さ
れ
た
倫
理
的
・
制
約
的
な
人
格
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
者
と
し
て
の
〈
汝
〉
に
お
い
て
、
は

じ
め
て
責
任
的
自
己
と
し
て
の
〈
我
〉
が
生
じ
る
と
さ
れ
ま
す
。
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し
か
し
こ
の
時
、〈
新
し
い
中
心
〉
か
ら
の
生
命
を
生
き
る
堕
罪
後
の
人
間
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
他
者
が
私
に
と
っ
て
の
限
界

と
し
て
真
剣
に
受
け
と
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
キ
リ
ス
ト
抜
き
に
し
て
他
者
に
出
会
う
の
で
あ
れ
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
が
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ
の
対
話
主
義
に
お
い
て
〈
他
者
の
絶
対
化
〉
に
陥
る
危
険
を
見
て
い
た
よ
う
に
、
た
だ
他
者
の
要
求
に
耐
え

抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
主
張
を
行
う
と
い
う
可
能
性
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
を
通
し

て
は
じ
め
て
、
私
の
実
存
の
彼
岸
と
し
て
隣
人
は
、
絶
対
的
な
や
り
方
で
私
に
要
求
を
つ
き
つ
け
、
私
と
出
会
う
」（D

BW
 2, 124

）
の

で
す
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
ひ
と
つ
の
〈
人
格
〉
で
あ
る
神
の
ロ
ゴ
ス
の
生
き
た
語
り
か
け
を
通
し
て
出
会
う
、
と
言
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。　

〈
隣
人
〉
に
つ
い
て
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
第
二
期
の
著
『
服
従
』
の
な
か
で
も
、
有
名
な
「
良
き
サ
マ
リ
ア
人
の
た
と
え
」（
ル
カ 

一
〇
章
二
五
―
三
七
節
）
を
引
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
と
え
は
、
イ
エ
ス
が
「
私
の
隣
人
と
は
誰
の
こ
と
で
す
か
」
と
尋
ね
る
律

法
学
者
に
た
い
し
て
説
い
た
も
の
で
、
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
傷
つ
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
憐
れ
み
を
施
す
異
邦
人
た
る
サ
マ
リ
ア
人
を
隣
人
愛

の
モ
デ
ル
と
し
て
象
徴
的
に
語
り
、「
あ
な
た
自
身
が
隣
人
で
あ
る
。
行
っ
て
愛
の
行
い
を
な
す
こ
と
に
お
い
て
従
順
で
あ
れ
」
と
教
え

て
い
ま
す
。
こ
の
た
と
え
か
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
隣
人
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
ま
す
。

「
隣
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
に
よ
っ
て
資
格
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
私
に
つ
き
つ
け
て
く
る
要
求
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。（･･････

）
私
は
他
者
に
た
い
し
て
隣
人
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 4, 67

）。

こ
こ
で
は
、
隣
人
で
あ
る
こ
と
は
、
他
者
が
私
に
つ
き
つ
け
て
く
る
要
求
を
意
味
し
、
私
が
隣
人
で
あ
る
こ
と
の
求
め
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
先
に
あ
げ
た
引
用
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
て
出
会
う
他
者
は
、
や
は
り
私
の
隣
人
で
あ
る
の
で
す
。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

こ
の
よ
う
に
し
て
出
会
う
隣
人
の
背
後
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
立
っ
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
第
三
期
の
著
『
倫
理
』
の

な
か
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
の
呼
び
か
け
が
わ
れ
わ
れ
に
ゆ
だ
ね
る
最
も
近
い
隣
人
の
背
後
に
は
、
イ
エ
ス
に
と
っ
て
も
最
も
遠
き
も
の
、
す
な
わ
ち

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
が
、
神
自
身
が
立
つ
。
最
も
近
い
隣
人
の
背
後
の
こ
の
最
も
遠
き
も
の
を
知
ら
ず
、
ま
た
こ
の
最
も
遠
き

も
の
が
こ
の
最
も
近
い
隣
人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
は
、
隣
人
に
仕
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
仕
え
て
い
る
の
で
あ

る
」（D

BW
 6, 295f.

）。

ま
た
『
獄
中
書
簡
集
』
の
な
か
で
は
、
こ
う
も
言
っ
て
い
ま
す
。

「
む
し
ろ
神
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は
、〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
に
お
け
る
新
し
い
生
、
イ
エ
ス
の
存
在
に
与
る
こ
と
だ
。
無

限
の
、
到
達
不
可
能
な
諸
々
の
課
題
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
与
え
ら
れ
る
手
の
届
く
隣
人
が
超
越
的
な
も
の
な
の
だ
」（D

BW
 8, 558

）。

よ
う
す
る
に
、
ど
こ
か
遠
い
彼
岸
に
お
い
て
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
真
っ
只
中
で
、
隣
人
と
同
時
に
そ
の
背
後
に
立
つ
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
と
出
会
う
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、〈
真
の
超
越
〉
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
の
〈
真
の
限
界
〉
な
の
で
す
。
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む
す
び

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
隣
人
と
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
、
私
に
突
き
つ
け
ら

れ
る
要
求
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
が
、
私
が
地
上
で
出
会
う
〈
中
心
の
境
界
〉
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
真
の
超
越
が
、
そ
し

て
同
時
に
、
人
間
に
と
っ
て
の
真
の
限
界
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
こ
の
再
獲
得
さ
れ
た
〈
新
し
い
中
心
〉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
お
い

て
、〈
ア
ダ
ム
に
お
け
る
〉
古
い
人
は
裁
か
れ
、〈
死
の
死
〉
に
よ
っ
て
、〈
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
〉
新
し
い
人
と
し
て
、
死
に
つ
つ
生
き

る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は
、
す
で
に
神
と
の
和
解
が
成
立
し
、
あ
ら
ゆ
る
分
裂
を
超
え
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
も
は
や
私

は
他
者
と
分
裂
に
お
い
て
で
は
な
く
、
統
一
の
う
ち
に
出
会
い
、
堕
罪
以
前
の
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
が
愛
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
二
で
あ
っ
て
同
時
に
一
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
キ
リ
ス
ト
は
、
代
理
的
愛
の
体
現
者
で
あ
り
、『
獄
中
書
簡
集
』
の
な
か
で
は
、

「
自
分
自
身
か
ら
自
由
な
〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

「〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
イ
エ
ス
が
、
超
越
経
験
な
の
だ
！　

自
分
自
身
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
、
死
に
い
た
る
ま
で
〈
他
者
の

た
め
の
存
在
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
て
全
能
・
全
知
・
遍
在
と
い
う
も
の
が
生
じ
る
。
信
仰
と
は
、
こ
の
イ
エ
ス
の

存
在
に
与
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
受
肉
・
十
字
架･
復
活
）」（D

BW
 8, 558

）。

ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
隣
人
と
は
、
同
じ
宗
派
の
人
間
や
同
胞
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
真
っ
只
中
に
な
さ
れ
た
あ
る
説
教
に
お
い
て
も）65
（

、
神
は
こ
の
世
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
も
愛
さ
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
た
ち
の
敵
の
た
め
で
も
あ
る
そ
の
祝
福
か
ら
自
分
自
身
を
閉
め
だ
し
て
は
な
ら
な
い
（D

BW
 15, 572f.

）、

と
語
っ
て
い
ま
す
。
神
の
世
界
へ
の
到
来
に
よ
っ
て
、
被
造
物
は
す
べ
て
、
異
教
徒
で
あ
れ
、
他
民
族
で
あ
れ
、
敵
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト

に
お
い
て
す
で
に
救
わ
れ
て
お
り
、
等
し
く
神
の
愛
の
う
ち
に
抱
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
説
教
は
、
戦
時
の

敵
だ
け
で
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
念
頭
に
お
い
て
語
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
は
、
限

グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界

へ
の
眼
差
し
を
失
っ
た
堕
罪
後
の
人
間
の
極
限
と
し
て
の
ナ
チ
ス
と
真
っ
向
か
ら
対
決
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
が
激
動
の
一
九
三
三
年
前

後
に
な
さ
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
哲
学
に
た
い
す
る
批
判
と
い
う
形
を
と
り
、
直
接
的
な
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
に
せ

よ
、
や
は
り
ナ
チ
ス
に
た
い
し
て
、
ま
た
ナ
チ
ス
に
迎
合
し
、〈
創
造
の
秩
序
〉
と
い
っ
た
自
然
神
学
に
傾
い
た
神
学
に
た
い
す
る
批
判

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ま
た
、
自
己
完
結
し
た
思
惟
の
な
か
で
、
神
を
も
、
他
の
人
間

を
も
、
わ
が
も
の
と
し
て
し
ま
う
あ
り
方
に
た
い
す
る
批
判
は
、
お
そ
ら
く
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
自
身
も
、
ル
タ
ー
が
言
う
〈
歪
曲
し
た

心
〉
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
そ
こ
へ
と
傾
い
て
し
ま
う
〈
誘
惑
〉
と
闘
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
己

を
中
心
に
据
え
、
自
ら
の
〈
限
界
・
境
界
〉
と
し
て
の
他
者
と
の
関
係
を
見
失
っ
て
い
る
〈
独
在
〉
す
る
人
間
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ

と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
誰
し
も
、
そ
の
よ
う
な
際
限
な
き
自
己
中
心
性
・
他
者
否
定
・
自
己
拡
大
と

い
っ
た
傾
向
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
な
か
に
も
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
は
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
が
す
で
に
、
限
界
と
い
う
も
の
か
ら
人
間
を
問
う
こ
と
の
現
代
的
意
義
を
、
自
ず
と
気
づ
か
せ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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﹇
注
﹈

（
1
） 

本
書
の
第
一
章
を
大
幅
に
短
縮
し
た
も
の
に
、
以
下
の
拙
論
が
あ
る
。「G

renze

（
限
界
・
境
界
）を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
見
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人

間
学
」『
宗
教
と
倫
理
』第
七
号
、
宗
教
倫
理
学
会
、
二
〇
〇
七
年
、
三
―
一
九
頁
。【
オ
ン
ラ
イ
ン
】http://jare.jp/journal/m

agazine07.htm
l（

二

〇
二
〇
年
二
月
一
四
日
最
終
閲
覧
）

（
2
） 
こ
の
著
の
あ
と
が
き
で
西
内
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
に
書
き
た
め
て
き
た
小
論
文
を
、『
他
者
の
た
め
の
存
在
』に
焦

点
を
あ
わ
せ
て
多
少
修
正
を
加
え
編
集
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
生
命
を
賭
し
て
究
明
し
、
か
つ
生
き
た『
キ

リ
ス
ト
へ
の
道
』に
学
ぼ
う
と
し
た
、
い
わ
ば
私
の
求
道
の
書
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」（
西
内
清
志『
キ
リ
ス
ト
の
隣
人　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

の「
成
人
し
た
世
界
」に
お
け
る
人
間
学
』、
花
林
書
房
、
一
九
九
一
年
、
三
〇
九
頁
）。

（
3
） H

einz Eduard Tödt, Kom
plizen, O

pfer und G
egner des H

itlerregim
es: Zur „inneren G

eschichte

” von protestantischer �
eologie und 

Kirche im
 „D

ritten Reich

”, G
ütersloh: C

hr. K
aiser G

ütersloher Verlagshaus, 1997, 51-58.

（
4
） D

ietrich Bonhoe�er, Creation and Fall, W
orks, Vol. 3, M

inneapolis: Fortress Press, 1997, 85, note 15.

（
5
） 

こ
の
場
合
、
超
え
て
は
な
ら
な
い
禁
止
の
意
味
と
理
解
す
れ
ば〈
限
界
〉で
あ
る
が
、
自
然
と
反
自
然
や
正
常
と
異
常
と
い
っ
た
対
立
し
た
二
つ

の
事
柄
の
境
目
と
理
解
す
れ
ば〈
境
界
〉と
な
る
。

（
6
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー「
侵
犯
へ
の
序
言
」『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成 

Ｉ  

一
九
五
四
―
一
九
六
三　

狂
気
・
精
神
分
析
・
精
神
医
学
』、

筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
参
照
。

（
7
） H

irsch, Em
anuel, D

ie gegenw
ältige geistige Lage im

 Spiegel philosophischer und theologischer Besinnung: Akadem
ische Vorlesungen 

zum
 Verständnis des deutschen Jahrs 1933, G

öttingen: Bandenhoeck &
 Ruprecht, 1934, 5.

（
8
） 

こ
の
著
の
な
か
で
は
、〈
ホ
ロ
ス
〉〈
ノ
モ
ス
〉（
秩
序
、
生
活
と
思
惟
の
規
則
）〈
ロ
ゴ
ス
〉（
民
族
の
自
己
言
表
的
な
精
神
）と
い
う
三
つ
の
ギ
リ
シ
ャ

語
が
主
要
概
念
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（
9
） Ericksen, Robert P., Theologians under H

itler: G
erhard Kittel, Paul A

lthaus and Em
anuel H

irsch, N
ew

 H
aven &

 London: Yale 
U

niversity Press, 1985, 152.
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

（
10
） 

ハ
ン
ス=

リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ロ
イ
タ
ー
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
講
演
は
教
授
資
格
取
得
論
文『
行
為
と
存
在
』（
一
九
三
〇
年
資
格
認
定
、
一
九
三
一

年
出
版
）の
理
論
上
の
成
果
を
、
人
間
学
を
テ
ー
マ
と
し
て
吟
味
し
た
も
の
で
あ
る（D

BW
 2, 10f.

）。

（
11
） Bernhard G

roethuysen, Philosophische Anthropologie, 1969, M
ünchen: R.O

ldenbourg, 3.

（
12
） Ibid.

（
13
） M

. Scheler, D
er Form

alism
us in der Ethik und die m

ateriale W
ertethik: neuer Versuch der G

rundlegung eines ethischen 
Personalism

us, 2.A
r�., H

alle a.d.S.: M
. N

iem
eyer., 1921, 43-78.

（
14
） 

こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
お
そ
ら
く
次
の
文
献
に
よ
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
受
容
を
う
け
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。Erich Przyw

ara, D
rei 

Richtungen der Phönom
enologie, in: Stim

m
en der Zeit, N

o.115, 1928, 252-264.

（
15
） M

. H
eidegger, Sein und Zeit, H

alle a.d.S.: M
. N

iem
eyer, 1927, 143

（
邦
訳 

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー『
存
在
と
時
間 

上
』細
谷
貞
雄
訳
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
一
一
頁
）.

（
16
） Ibid., 277f.

（
同
書
、
一
七
六
頁
）

（
17
） 

例
え
ば
下
記
参
照
。M

. H
eidegger, op. cit., 1927, 318�

（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
一
九
八
頁
以
下
）.

（
18
） P. Tillich, D

ie religiöse Verw
irklichung, Berlin: Furche, 1930, 40.

（
19
） Ibid., 38.

（
20
） 

こ
の
よ
う
に
他
者
を〈
限
界
〉（G

renze

）と
見
る
場
合
、
倫
理
的
制
約
や
制
限
と
い
っ
た
禁
止
の
意
味
を
強
く
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

（
21
） 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル『
解
釈
の
革
新
』久
米
博
ほ
か
編
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
八
年
、
二
四
六
頁
。

（
22
） 

ク
ニ
ッ
タ
ー
マ
イ
ア
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
の
生
誕
二
〇
〇
年
に
寄
せ
た
論
文「
超
越
論
的
哲
学
と
神
学
―
一
九
二
四
年
四
月
二
二
日
に
寄
せ
る
批
判

的
回
想
」（D

ie Transzendentalphilosopnie und �
eologie.: Eine kritische Erinnerung zum

 22. April 1924

）が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の

『
行
為
と
存
在
』に
お
け
る
カ
ン
ト
理
解
に
主
と
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
う
。
詳
し
く
は『
行
為
と
存
在
』の
編
者
に
よ
る
次
の
注
釈
を
参

照
の
こ
と
。D

BW
 2, 27f., A

nm
. 2.

（
23
） K

ar Barth, N
ein!: Antw

ort an Em
il Brunner, �

eologische Existenz heute; H
e� 14, M

ünchen: K
aiser, 1934. / Em

il Brunner, N
atur 

und G
nade: zum

 G
espräch m

it Karl Barth, Tübingen: J.C
.B. M

ohr., 1934.
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（
24
） 

こ
こ
に
は
、
ル
タ
ー
派
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る「
エ
ク
ス
ト
ラ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
テ
ィ
ク
ム
」と
呼
ば
れ
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
に
お
け
る
対
立
命

題
、
つ
ま
り「
有
限
は
無
限
を
包
含
し
え
な
い
」（„Fintum

 non est capax in�niti

”
）が
示
さ
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
が
属
す
る
改
革
派
の
神
学
は
、

伝
統
的
な
ス
コ
ラ
学
的
な
次
の
基
本
命
題
を
代
表
し
て
い
る
。「
有
限
な
る
も
の
は
、
無
限
な
る
も
の
を
認
識
し
な
い
」（W

. M
usculus D

usanus, 
Loci com

m
unes sacrae theologiae, Basilae, 1560, 430

）。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ま
ず
Ｊ
・
ブ
レ
ン
ツ
が
、
哲
学
的
認
識
と
は
区
別
さ
れ
た
啓
示

神
学
の
原
則
と
し
て
、
次
の
ル
タ
ー
派
の
対
立
命
題
を
表
し
た
。「
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
聖
霊
の
言
葉
に
助
言
を
求
め
る
時
、
有
限
が
無
限
に
た

い
し
て
受
容
力
を
持
ち
う
る
の
は
、
明
白
で
あ
る
」（Johann Brenz, D

e m
aiestate D

om
ini nostri Jesu Christi, Tubingen, 1562, 30.

）。
次
の

注
釈
を
参
照
。D

BW
 2, 78f., A

nm
.7.

（
25
） Friedrich G

ogarten, D
as Problem

 einer theologischen A
nthropologie, in: Zw

ischen den Zeiten, N
o.7, 1929, 493-511.

（
26
） 

こ
の
ラ
ジ
オ
講
演
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
獲
得
以
前
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。
ナ
チ
ス
の
検
閲
か
、
あ
る
い
は
ナ
チ
ス
化
し
て
い
た
放
送
局
の
自
主
検

閲
だ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、〈
指
導
者
〉理
念
の
二
義
性
に
注
目
し
た
そ
の
内
容
ゆ
え
に
、
削
除
作
業
が
放
送
局
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
、

意
味
不
明
の
講
演
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
後
に『
十
字
架
新
聞
』に
お
い
て
掲
載（
一
九
三
三
年
二
月
二
六
日
）さ
れ
た
際

に
は
、
逆
に
ナ
チ
ズ
ム
に
利
用
さ
れ
る
文
章
に
再
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
整
理
さ
れ

て
、
ド
イ
ツ
語
版
最
新
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
全
集
第
一
二
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る（D

BW
 12, 242-260

）。
こ
の
ラ
ジ
オ
講
演
に
関
し
て
は
と
く
に

次
の
研
究
が
詳
し
い
。
鈴
木
正
三『
キ
リ
ス
ト
の
現
実
に
生
き
て　

ナ
チ
ズ
ム
と
戦
い
抜
い
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
神
学
の
全
体
像
』、
新
教
出
版

社
、
二
〇
〇
六
年
、
七
二
頁
以
下
。

（
27
） 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
青
年
運
動
に
よ
っ
て
、
新
し
い
か
た
ち
の
指
導
者
が
初
め
て
行
き
渡
り
、
そ
の
特

徴
的
な
点
は
、
そ
れ
が
選
択
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
指
導
者
は
、
伝
統
的
に
は
、
上
か
ら
下
へ
と
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
新
し
い
指
導
者
概
念
は
、
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
理
想
を
体
現
す
る
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
指
導
者
を
選
択
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
個
人
は
、
自
分
自
身
の
た
め
に
自
由
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
民
衆
の
精
神
が
体
現
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
指
導
者
概
念
に
は
、

い
ま
や
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
メ
シ
ア
と
し
て
、
ま
っ
た
く
宗
教
的
な
考
え
方
が
流
れ
込
ん
で
来
る
と
言
う
。「
も
し
彼〔
指
導
者
〕が
、
つ
ね
に
被

指
導
者
が
そ
れ
を
期
待
す
る
よ
う
に
、
自
ら
を
彼
ら
の
偶
像
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
す
る
願
い
に
屈
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
時
、
指
導
者
の
像

は
誤
導
者（Verführer

）の
像
に
す
り
か
わ
る
。
彼
は
被
指
導
者
に
た
い
し
て
も
、
自
分
自
身
に
た
い
し
て
も
、
事
柄
に
即
さ
な
い
行
動
を
す
る
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

こ
と
に
な
る
。
真
の
指
導
者
は
、
い
つ
で
も
期
待
を
裏
切
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
責
任
と
即
事
性
に
属
す
る
」

（D
BW

 12, 257f.

）。

（
28
） 
す
で
に
エ
マ
ー
ヌ
エ
ル
・
ヒ
ル
シ
ュ
に
よ
る
同
名
の
著
書『
創
造
と
罪
』（Schöpfung und Sünde, 1931

）が
存
在
し
た
た
め
で
あ
る
。

（
29
） Tödt, op. cit., 52.

（
30
） 

創
世
記 
一
章
三
一
節「
神
は
お
造
り
に
な
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
御
覧
に
な
っ
た
。
見
よ
、
そ
れ
は
極
め
て
良
か
っ
た
」。

（
31
） 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
テ
ー
リ
ン（W

ilhelm
 Stählin, 1883-1975

）に
よ
れ
ば
、〈
創
造
の
秩
序
〉は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
抜
き
に
構
想
さ
れ
た
神

学
概
念
で
あ
る（Ernst Feil, D

ie �
eologie D

ietrich Bonhoe�ers: H
erm

eneutik, Christologie, W
eltverständnis, 4. Au�., M

ünchen: C
hr. 

K
aiser, 1991, 165

）。

（
32
） 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ『
理
性
に
基
づ
く
自
然
と
恩
寵
の
原
理
』第
一
三
節（『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
九　

後
期
哲
学
』所
収
）。

（
33
） 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
一
九
三
三
年
夏
学
期
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
開
講
し
た
が
、『
創
造
と
堕
落
』の
編
者
に
よ
る
と
、

彼
は
す
で
に
一
九
三
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
冬
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の『
宗
教
哲
学
』（
ラ
ッ
ソ
ン
版
）と
熱
心
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
講

義「
創
造
と
罪
」の
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。（D

BW
 3, 148�.

）ヘ
ー
ゲ
ル
は『
宗
教
哲
学
』第
三
部「
絶
対
宗
教
」に
お
い
て
原
罪
の

物
語
に
つ
い
て
釈
義
を
行
い
、〈
善
悪
を
認
識
で
き
る
樹
〉と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
を
重
視
し
て
い
る
。
山
崎 

純
の
解
釈
に
従
っ
て
述
べ
る
と
、
ヘ
ー

ゲ
ル
に
よ
れ
ば〈
原
初
の
人
間
〉は
絶
対
的
に
最
初
の
人
間
、
つ
ま
り
概
念
か
ら
見
た
人
間
で
あ
り
、
堕
罪
は
、
意
識
を
も
っ
た
人
間
一
般
が
認

識
へ
と
向
か
う
こ
と
で
必
然
的
に
善
と
悪
と
い
う〈
分
裂
〉の
状
態
へ
と
歩
み
出
て
い
く
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
を
脱
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
善
悪
の
認
識
に
高
ま
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
堕
罪
の
教
義
の
な
か
に
認
識
に
よ
る
自
然
性
の
克
服
、
認

識
に
よ
る
普
遍
的
な
総
体
性
へ
の
高
ま
り
と
い
う
テ
ー
マ
を
読
み
込
ん
で
い
る
。
分
裂
の
克
服
の
要
求
が
高
ま
っ
た
時
、
神
人
一
体
の
理
念
を
体

現
し
た
キ
リ
ス
ト
が
出
現
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
感
性
的
に
現
前
す
る
生
身
の
姿
を
と
っ
た
神
人
が
死
に
、
精
神
と
し
て
復
活
し
、
新
た

に
遣
わ
さ
れ
た
霊
の
も
と
に
人
び
と
が
集
い
、
そ
こ
に
神
と
人
と
の
真
の
一
体
性
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
父
と
子
と
霊
と
い
う
三
位
一
体
性
を

完
結
さ
せ
る〈
精
神〔
精
霊
〕〉と
し
て
の
神
の
顕
現
は
、
聖
餐
に
お
い
て
共
同
精
神
が
発
揚
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
下
記
参
照
。
山
崎 

純

『
神
と
国
家　

ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
』、
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
四
三
―
四
五
頁 
。 

山
崎 

純「
一
〇　

宗
教
の
実
現
は
宗
教
の
終
焉
で
あ
る
」加

藤
尚
武
編『
ヘ
ー
ゲ
ル
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』、
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
五
―
二
二
二
頁
。
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（
34
） 『
創
世
記
Ｉ
』〈
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
対
訳
シ
リ
ー
ズ
1
〉、
ミ
ル
ト
ス
・
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
、
二
〇
頁
。

（
35
） 

そ
の
他
の
例
を
あ
げ
る
と
、
三
位
一
体
の
神
を
示
す
と
す
る
解
釈
や
、
あ
る
い
は
、
文
法
的
に〈
熟
慮
の
複
数
〉と
呼
ば
れ
る
用
法
で
あ
っ
て
数

上
の
複
数
で
は
な
い
と
す
る
解
釈
な
ど
が
あ
る（『〈
旧
約
聖
書
Ⅰ
〉 

創
世
記
』月
本
昭
男
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
四
頁
）。
ま
た
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
は
、『
教
会
教
義
学
』第
Ⅲ
部
1
分
冊『
創
造
論
』Ｉ
／
1（
一
九
四
五
年
）の
な
か
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が『
創
造
と
堕
落
』で
提
示

し
た
解
釈
を
受
け
て
補
足
し
つ
つ
、
唯
一
で
あ
る
が
自
ら
の
う
ち
に〈
我‒

汝
〉と
い
う
関
係
を
持
つ
神
が
言
わ
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
る（K

arl 
Barth, Kirchliche D

ogm
atik, Bd. 3., D

ie Lehre der Schöpfung, Teil 1., 7. Au�. Zürich: EV
Z Verlag, 1970, 206�.

）。

（
36
） 『
キ
リ
ス
ト
論
』は
、
も
と
も
と
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
一
九
三
三
年
夏
学
期
に
行
わ
れ
た
講
義
で
あ
っ
た
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
は
す
で
に
紛

失
し
て
お
り
、
後
に
Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ
等
に
よ
っ
て
、
学
生
達
の
筆
記
し
た
講
義
ノ
ー
ト
が
再
構
成
さ
れ
、
出
版
に
い
た
っ
た
。
ま
た『
キ
リ
ス
ト

論
』は
再
構
成
が
重
ね
ら
れ
た
た
め
、
最
新
版
全
集（D

BW

）第
一
二
巻
に
収
め
ら
れ
た
も
の
と
、
そ
れ
以
前
に
出
版
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
版
選
集

（G
esam

m
elte Schri�en

）第
三
巻
に
収
め
ら
れ
た
も
の
と
で
は
、
か
な
り
表
現
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
本
書
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
旧
版
か
ら
も

引
用
し
、
注
釈
に
典
拠
を
示
し
て
い
る
。

（
37
） 

ル
タ
ー
は『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』（Von der Freiheit eines Christenm

enschen, 1520

）の
冒
頭
で
、
次
の
二
つ
の
命
題
を
掲
げ
て
い
る
。「
キ
リ

ス
ト
者
は
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
立
つ
自
由
な
君
主
で
あ
っ
て
、
何
人
に
も
従
属
し
な
い
。」「
キ
リ
ス
ト
者
は
す
べ
て
の
も
の
に
奉
仕
す
る
僕
で

あ
っ
て
、
何
人
に
も
従
属
す
る
。」ル
タ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
命
題
は
、
す
で
に
聖
パ
ウ
ロ
が「
わ
た
し
は
す
べ
て
の
こ
と
に
自
由
で

あ
る
が
、
自
ら
進
ん
で
何
人
の
僕
と
も
な
っ
た
」（
コ
リ
ン
ト
Ｉ 

九
章
一
九
節
）と
語
り
、
ま
た「
あ
な
た
が
互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
の
ほ
か
に
、

何
人
に
も
債
務
を
負
う
て
は
な
ら
な
い
」（
ロ
マ
書 
一
三
章
八
節
）と
説
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。
愛
は
、
そ
れ
が
愛
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
に
仕
え
服
従
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー『
新
訳 

キ
リ
ス
ト
者
へ
の
自
由
／
聖
書
へ
の
序
言
』石
原 

謙
訳
、
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
頁
参
照
。

（
38
） Tödt, op. cit., 53.

（
39
） 

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
述
べ
る
と
、
金
子
晴
勇
の
理
解
に
沿
っ
て
い
え
ば
、
元
来
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で〈
善
悪
〉と
い
う
表
現
は
、〈
す
べ
て
の
こ
と
〉

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
が
善
悪
を
知
る
木
の
実
を
食
べ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
す
べ
て
の
こ
と
を
知
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
自
己
完
結
的
と
な
り
、
神
に
応
答
す
る
存
在
、
関
係
存
在
と
し
て
の
未
完
結
な
あ
り
方
を
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

断
ち
切
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
金
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ア
ダ
ム
の
堕
罪
と
い
う
神
話
的
表
現
で
示
唆

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
は
応
答
存
在
性
、
関
係
概
念
と
し
て
の
生
を
離
れ
て
自
己
完
結
的
に
な
る
と
、
人
間
本
来
的
生
が
歪
め
ら
れ
る
と
い

う
警
告
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」（
金
子
晴
勇
編『
人
間
学　

そ
の
歴
史
と
射
程
』、
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
一
九
六
頁
）。

（
40
） Tödt, op. cit., 54.

（
41
） 「
主
な
る
神
が
造
ら
れ
た
野
の
生
き
物
の
う
ち
で
、
最
も
賢
い
の
は
蛇
で
あ
っ
た
。
蛇
は
女
に
言
っ
た
。『
園
の
ど
の
木
か
ら
も
食
べ
て
は
い
け
な

い
、
な
ど
と
神
は
言
わ
れ
た
の
か
』。 （･･････

） 

蛇
は
言
っ
た
。『
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
食
べ
る
と
、
目
が
開
け
、
神
の
よ
う
に
善

悪
を
知
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
神
は
ご
存
知
な
の
だ
』」。

（
42
） Tödt, op. cit., 54.

（
43
） 

こ
の
場
合
の〈
限
界
〉（G

renze

）は
、
倫
理
的
制
約
と
い
っ
た〈
制
限
〉の
意
味
を
強
く
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
44
） Tödt, op. cit., 55.

（
45
） 「
神
か
ら
生
ま
れ
た
人
は
皆
、
罪
を
犯
し
ま
せ
ん
。
神
の
種
が
こ
の
人
の
内
に
い
つ
も
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
人
は
神
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
、
罪

を
犯
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」。

（
46
） Tödt, op. cit., 55.

（
47
） 

こ
の
文
言
は
、
絶
対
者
ブ
ラ
フ
マ
ン〔Brahm

an
（
梵
）宇
宙
の
根
本
原
理
〕と
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン〔Ātm

an

（
我
・
自
我
・
自
己
）

個
人
存
在
の
本
体
〕が
本
質
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
ま
た
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
全
体
の
中
心
思
想
を
的
確
に
表
現
す

る
も
の
と
し
て
、「
わ
た
し
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
」（aham

 brahm
āsm

i

）と
い
う
文
言
と
共
に
有
名
で
あ
る
。
と
く
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派

に
お
い
て
不
二
一
元
論
を
主
張
す
る
シ
ャ
ン
カ
ラ（Ś an’ kara 700-750

頃
）と
そ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
立
場
を
明
確
に
表
現

し
て
い
る
文
章
と
し
て
大
文
章（m

ahāvākya

）と
呼
ば
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
、
そ
の
著『
ウ
パ
デ
シ
ャ
サ
ー
ハ
ス
リ
ー
』の

第
一
八
章
に「
お
前
は
そ
れ
で
あ
る
」と
い
う
表
題
を
つ
け
、
こ
の
文
言
の
説
明
・
解
釈
に
あ
て
て
い
る（
前
田
專
學『
イ
ン
ド
哲
学
へ
の
い
ざ
な

い　

ヴ
ェ
ー
ダ
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
〇
頁
参
照
）。

（
48
） 

創
世
記 

三
章
一
九
節「
お
前
は
顔
に
汗
を
流
し
て
パ
ン
を
得
る
／
土
に
返
る
と
き
ま
で
。
お
前
が
そ
こ
か
ら
取
ら
れ
た
土
に
。
塵
に
す
ぎ
な
い
お

前
は
塵
に
返
る
」。
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（
49
） 

創
世
記 

三
章
四
―
五
節「
蛇
は
女
に
言
っ
た
。『
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
食
べ
る
と
、
目
が
開
け
、
神
の
よ
う
に
善
悪
を
知
る
も
の
と

な
る
こ
と
を
神
は
ご
存
知
な
の
だ
』」。

（
50
） Paul Tillich, „The totalitarian State and the C

laim
s of the C

hurch

” in: G
esam

m
elte W

erke; Bd.10, Stuttgart: Evangelisches 
Verlagsw

erk, 1968, 160, 174.
（
51
） 
サ
ク
ラ
メ
ン
ト（Sakram

ent

）と
は
、
隠
れ
た
神
秘
を
示
す
感
覚
的
な
し
る
し
で
あ
り
、
言
葉
を
も
含
め
た
目
に
見
え
る
具
体
的
な
質
量
で
あ
る
。

狭
義
で
固
有
の
意
味
で
は
、
典
礼
・
祭
儀
的
な
し
る
し
を
示
す
。
そ
の
訳
語
は
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
に
よ
っ
て
異
な
り
、
例
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で

は〈
秘
跡
〉、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は〈
聖
礼
典
〉、
聖
公
会
で
は〈
聖
奠
〉、
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
で
は〈
機
密
〉と
な
っ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で

は
、
洗
礼
・
堅
信
・
ゆ
る
し
・
聖
餐
・
叙
階
・
婚
姻
・
癒
し
の
七
秘
跡
が
執
行
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
一
般
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
、
洗

礼
と
聖
餐
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。
例
え
ば
、
洗
礼
で
は
、
水
が
し
る
し
で
あ
り
、
新
生
が
し
る
し
づ
け
ら
れ
た
恩
恵
と
な
り
、
ま
た
聖
餐
で
は
、

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス（『
神
学
大
全
』第
三
部
）に
よ
る
と
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
が
し
る
し
で
あ
り
、
し
る
し
づ
け
ら
れ
た
実
相
は
現
存
す
る
キ

リ
ス
ト
で
あ
る
。
補
足
す
る
と
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
と
い
う
の
は
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
で
あ
り
、
こ
れ
は〈
最

後
の
晩
餐
〉に
お
け
る
イ
エ
ス
の
言
動
に
基
づ
い
て
い
る
。「
一
同
が
食
事
を
し
て
い
る
と
き
、
イ
エ
ス
は
パ
ン
を
取
り
、
賛
美
の
祈
り
を
唱
え
て
、

そ
れ
を
裂
き
、
弟
子
た
ち
に
与
え
な
が
ら
言
わ
れ
た
。『
取
っ
て
食
べ
な
さ
い
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
体
で
あ
る
。』／
ま
た
、
杯
を
取
り
、
感
謝
の

祈
り
を
唱
え
、
彼
ら
に
渡
し
て
言
わ
れ
た
。『
皆
、
こ
の
杯
か
ら
飲
み
な
さ
い
。
こ
れ
は
、
罪
が
赦
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
の
た
め
に
流
さ
れ

る
わ
た
し
の
血
、
契
約
の
血
で
あ
る
』」（
マ
タ
イ 

二
六
章
二
六
―
二
八
節
）。

（
52
） 

説
教
が〈
目
に
見
え
な
い
神
の
言
葉
〉と
言
わ
れ
る
の
に
た
い
し
、
聖
礼
典
は〈
目
に
見
え
る
神
の
言
葉
〉と
言
わ
れ
る
。

（
53
） 「〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉イ
エ
ス
が
、
超
越
経
験
な
の
だ
！　

自
分
自
身
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
、
死
に
い
た
る
ま
で〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
初
め
て
全
能
・
全
知
・
遍
在
と
い
う
も
の
が
生
じ
る
。
信
仰
と
は
、
こ
の
イ
エ
ス
の
存
在
に
与
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
受
肉
・
十
字
架･

復
活
）」（D

BW
 8, 558

）。

（
54
） 〈
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
〉（
四
五
一
年
）に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、「
真
に
神
で
あ
り
、
真
に
人
」で
あ
り
、
神
性
に
よ
れ
ば
父
な
る
神
と
同

質
で
、
か
つ
ま
た
人
性
に
よ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
人
間
と
同
質
で
あ
り
、「
両
性
は
一
つ
の
人
格
、
一
つ
の
本
質
の
中
に
並
存
す
る
」と
宣
言
さ
れ
た（
半

田
元
夫
・
今
野
國
雄
著『
キ
リ
ス
ト
教
史
Ⅰ
』〈
世
界
宗
教
史
叢
書
1
〉、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
）。
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第一章　限界・境界（Grenze）から見るボンヘッファーの人間学

（
55
） 「
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。『
わ
た
し
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
命
で
あ
る
。
わ
た
し
を
通
ら
な
け
れ
ば
、
だ
れ
も
父
の
も
と
に
い
く
こ
と
が
で

き
な
い
』」。

（
56
） 「
神
で
あ
る
主
、
今
お
ら
れ
、
か
つ
て
お
ら
れ
、
や
が
て
来
ら
れ
る
方
、
全
能
者
が
こ
う
言
わ
れ
る
。『
わ
た
し
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で

あ
る
』」。

（
57
） M

artin Luther, W
erke, Vorlesung über den Röm

erbrief 1515/1516, hrsg. von J. Ficker, （A
nfänge der reform

atorischen 
Bibelauslegung 1

）, Teil II: D
ie Scholien, 3.Au�., Leipzig: D

iterich, 1925, 137. 

（
58
） 

例
え
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
そ
の
著『
行
為
と
存
在
』（Akt und Sein

）の
な
か
で
も
、
こ
の
語
を
く
り
返
し
引
用
し
て
い
る（D

BW
 2; 39, 52, 

74, 83, 136

）。

（
59
） 

ル
タ
ー『
ロ
ー
マ
書
講
義
・
下
』〈
ル
タ
ー
著
作
集 

第
二
集 

第
九
巻
〉徳
善
義
和
訳
、
リ
ト
ン
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
九
頁（W

A
 56, 357

）。

（
60
） 

同
前（Ibid.

）。

（
61
） 

同
前（Ibid.

）。

（
62
） 

鈴
木
、
前
掲
書
、
一
二
二
頁
。

（
63
） 

ド
イ
ツ
語
で〈
責
任
〉を
意
味
す
る
フ
ェ
ア
ア
ン
ト
ヴ
ォ
ル
ト
ゥ
ン
グ（Verantw

ortung

）と
い
う
語
は
、〈
応
答
〉を
意
味
す
る
ア
ン
ト
ヴ
ォ
ル
ト

（A
ntw

ort

）と
い
う
語
か
ら
造
ら
れ
て
い
る
。

（
64
） 　

人
格
の
原
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の〈
ペ
ル
ソ
ナ
〉は
、
元
来
、
演
劇
用
の〈
仮
面
〉に
由
来
し
、
そ
こ
か
ら〈
役
割
〉と
い
う
意
味
が
派
生
し
た
と

考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
人
格
・
神
の
位
格
・
法
人
・
自
由
な
理
性
的
主
体
・
自
律
的
個
人
・
人
柄
な
ど
の
意
味
を
お
び
て
今
日
に
い
た
る
。
キ
リ
ス

ト
教
的
用
法
と
し
て
は
、
旧
約
聖
書
で
は
、
神
の
像
・
契
約
当
事
者
・
神
に
よ
っ
て
召
命
を
受
け
た
り
固
有
名
を
与
え
ら
れ
た
り
す
る
人
あ
る
い

は
集
合
人
格
な
ど
に
お
い
て
、
ま
た
新
約
聖
書
で
は
、
父
と
交
流
す
る
イ
エ
ス
の
姿
・
歴
史
に
は
た
ら
く
聖
霊（
使
徒
言
行
録
）・
イ
エ
ス
の
召
命

を
受
け
た
弟
子
な
ど
に
お
い
て
、
ペ
ル
ソ
ナ
の
現
実
と
思
想
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
教
父
時
代
に
は
、
三
位
一
体
論
に
お
い
て
父
と
子
と
聖
霊

が
そ
れ
ぞ
れ
ペ
ル
ソ
ナ
と
呼
ば
れ
た
。
六
世
紀
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
神
・
天
使
・
人
間
に
た
い
し
て
用
い
ら
れ
る
と
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

実
体
概
念
を
採
用
し
て
、
ペ
ル
ソ
ナ
を「
理
性
的
本
性
を
有
す
る
個
別
的
実
体
」と
し
て
定
義
し
た
。
以
上
か
ら
、
ペ
ル
ソ
ナ
は
、
一
方
で
本
性

的
一
般
者（
学
知
体
系
・
法
則
・
権
力
構
造
な
ど
）へ
還
元
さ
れ
な
い
自
由
な
主
体
性
と
共
に
、
他
者
や
歴
史
に
参
与
す
る
関
係
性
と
を
兼
ね
備
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え
る
者
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 

　
　

近
世
以
来
、
ペ
ル
ソ
ナ
の
概
念
は
個
人
主
義
化
や
一
般
的
構
造
へ
還
元
さ
れ
る
道
を
た
ど
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
は〈
自
分
自
身
や
他

の
人
の
役
を
演
じ
る
〉こ
と
を
こ
の
語
の
意
味
と
し
、〈
自
然
的
ペ
ル
ソ
ナ
〉と〈
人
為
的
ペ
ル
ソ
ナ
〉（
＝
市
民
的
ペ
ル
ソ
ナ
）の
二
つ
の
あ
り
方
に

注
目
し
た
が
、
と
く
に
後
者
に
関
心
を
寄
せ
て
法
的
人
格
面
を
強
調
し
、
ロ
ッ
ク
は
人
間
が
思
考
す
る〈
意
識
〉を
本
質
的
特
徴
と
す
る〈
有
限
的

知
性
的
存
在
〉を
人
格
と
考
え
、
ま
た
カ
ン
ト
は
自
分
で
自
分
に
道
徳
的
法
則
を
立
て
る
と
い
う
実
践
的
意
味
を
付
与
し
て
道
徳
的
人
格
と
そ
の

尊
厳
を
際
立
た
せ
、
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
歴
史
法
則
が
強
調
さ
れ
て
、
人
格
は
そ
れ
ら
の
法
則
・
構
造
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。
し
か
し
他
方
で
、
個
人
主
義
と
は
反
対
に
、〈
交
わ
り
〉を
強
調
す
る
ム
ー
ニ
エ
の〈
人
格
主
義
〉の
運
動
も
起
こ
っ
て
い
る
。　

以
下
参
照　

『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』「
ペ
ル
ソ
ナ
」の
項
、
二
〇
〇
二
年
。
小
倉
貞
秀『
ペ
ル
ソ
ナ
概
念
の
歴
史
的
形
成
―
古
代
よ
り
カ
ン
ト
以
前
ま
で
―
』、

以
文
社
、
二
〇
一
〇
年
。
同
前『
カ
ン
ト
の
倫
理
学
研
究
―
人
格
性
概
念
を
中
心
と
し
て
―
』、
理
想
者
、
一
九
六
五
年
。
三
嶋
唯
義『
人
格
主
義

の
思
想
』、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
六
九
年
。

（
65
） 

一
九
四
〇
年
の
聖
霊
降
臨
祭
第
二
祝
日
に
行
わ
れ
た「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
三
章
一
六
―
二
一
節
」に
つ
い
て
の
説
教
。
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第
二
章 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
に
お
け
る
良
心
論

は
じ
め
に

本
書
の
第
一
章
に
お
い
て
は
、
堕
罪
後
の
人
間
が
巻
き
込
ま
れ
た
〈
分
裂
〉
状
態
に
着
目
し
、
い
ま
や
神
と
も
、
他
の
人
間
と
も
、
自

然
と
も
分
離
し
た
人
間
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
ま
し
た
。
第
二
章
で
は
、
さ
ら
に
〈
自
分
自
身
と
の
分
離
〉
と
い
う
も
の
を
、〈
良
心
〉

の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
良
心
は
、
失
わ
れ
た
統
一
を
求
め
る
〈
人
間
実
存
の
呼
び
声
〉

と
し
て
現
れ
る
か
ら
で
す
。
彼
の
良
心
概
念
の
発
展
を
概
観
し
た
上
で
、
と
く
に
反
ナ
チ
抵
抗
運
動
へ
の
参
与
と
い
う
具
体
的
状
況
の
な

か
で
形
成
さ
れ
た
良
心
論
を
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
未
完
の
著
『
倫
理
』
を
中
心
に
見
て
い
き
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
テ
ー
ゲ
ル
独
房
か
ら
ベ
ー
ト
ゲ
に
宛
て
た
手
紙
（
一
九
四
三
年
一
二
月
二
二
日
）
の
な
か
で
、
自
ら
が
歩
ん
で

き
た
道
を
ふ
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
と
こ
ろ
で
、
僕
が
一
九
三
九
年
に
帰
国
し
た
こ
と
も
、
そ
の
後
に
続
い
て
起
こ
っ
た
何
事
に
関
し
て
も
、
一
瞬
た
り
と
も
後
悔
し

た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
、
君
は
き
っ
と
わ
か
っ
て
く
れ
て
い
る
ね
。
あ
れ
は
、
一
点
の
曇
り
も
な
く
、
最
善
の
良
心

0

0

0

0

0

に
お
い
て
行
わ

れ
た
こ
と
だ
。（･･････

）
そ
し
て
今
、
こ
う
し
て
刑
務
所
に
い
る
こ
と
も
（･･････

）、
僕
が
心
に
決
め
て
い
た
、
ド
イ
ツ
の
運
命

0

0

0

0

0

0

に
参
与
す
る

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
含
ま
れ
る
と
思
う
の
だ
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 253f.

）。
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一
九
三
九
年
六
月
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
亡
命
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
国
内
で
は
ナ
チ
ス
政

府
に
よ
る
弾
圧
が
増
し
強
ま
り
、
一
九
三
七
年
九
月
に
は
所
長
を
務
め
て
い
た
フ
ィ
ン
ケ
ン
ヴ
ァ
ル
デ
牧
師
研
修
所
も
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に

よ
っ
て
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
、
一
九
三
八
年
一
月
に
は
ベ
ル
リ
ン
退
去
命
令
が
下
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
自
由
世
界
で
新
し
い

生
活
を
始
め
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恩
師
や
友
人
た
ち
が
差
し
延
べ
た
手
を
振
り
払

い
、
わ
ず
か
一
ヶ
月
あ
ま
り
で
帰
国
す
る
の
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
ド
イ
ツ
に
は
彼
が
ナ
チ
ズ
ム
に
た
い
す
る
抵
抗
を
促
し
た
若

い
神
学
生
た
ち
も
残
っ
て
い
た
の
で
、
気
が
か
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
決
断
に
い
た
る
動
機
に
つ
い
て

は
、
彼
自
身
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
当
時
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
自
分
で
下
し
た
決
断
す
べ
て
に
お
い
て
、
そ
の
動
機
に
つ
い
て
、
私
自
身
が
け
っ
し
て
完
全
に
は
明
ら
か
で
な
い
の
は
、
奇
妙
な

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
不
明
瞭
さ
、
つ
ま
り
内
面
的
な
不
誠
実
さ
の
し
る
し
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
認
識
を

超
え
て
導
か
れ
て
い
る
こ
と
の
し
る
し
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
両
方
な
の
か
」（
一
九
三
九
年
六
月
二
〇
日
））

1
（

。

こ
う
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
本
人
に
す
ら
隠
さ
れ
た
動
機
に
よ
っ
て
、
し
か
し
ま
た
、
一
点
の
疚
し
さ
も
な
い
〈
最
善
の
良
心
〉

に
よ
っ
て
、
帰
国
を
決
断
し
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
後
に
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、〈
ド
イ
ツ
の
運
命
に

参
与
す
る
〉
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
す
。

こ
の
〈
最
善
の
良
心
〉
と
い
う
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
言
葉
を
目
に
し
た
時
、
私
は
い
さ
さ
か
不
思
議
な
気
が
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
多

く
の
場
合
、
彼
は
良
心
と
い
う
も
の
に
た
い
し
て
、
懐
疑
的
な
い
し
批
判
的
な
見
方
を
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
主
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
良
心
概
念
の
再
検
討
に
努
め
ま
す
が
、
と
く
に
実
践
と
の
関
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

わ
り
で
彼
が
直
面
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
問
題
、
つ
ま
り
法
規
範
に
よ
る
拘
束
か
ら
良
心
が
い
か
に
解
き
放
た
れ
、
真
に
〈
責
任
〉
を

負
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
注
目
し
ま
す
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、『
倫
理
』
の
な
か
で
言
及
さ
れ
た
「
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
私
の
良
心
と
な
っ
た
」（D

BW
 6, 279

）
と
い
う
良
心
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
倫
理
』（
一
九
四
九
年
）
の
成
立
背
景

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
考
え
て
い
た
『
倫
理
』
は
、
一
九
四
〇
年
夏
か
ら
逮
捕
に
い
た
る
一
九
四
三
年
四
月
初
旬
ま
で

書
き
綴
ら
れ
た
未
完
の
著
作
で
す
。
こ
の
著
が
難
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
倫
理
的
探
究
が
試
み
ら

れ
た
「
未
完
の
断
片
を
死
後
に
寄
せ
集
め
た
も
の
」（D

B, 806

）
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
目
を
付
け
ら

れ
て
い
た
彼
は
、
ナ
チ
批
判
の
意
図
を
嗅
ぎ
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
わ
ざ
と
曖
昧
な
一
般
概
念
や
多
義
的
用
語
な
ど
を
用
い
て
〈
暗
号

化
〉
し
、
摘
発
さ
れ
た
際
に
い
つ
で
も
言
い
逃
れ
で
き
る
よ
う
に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
い
た
の
で
す
。
じ
っ
さ
い
に
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の

手
に
渡
っ
た
『
倫
理
』
の
草
稿
の
一
部
も
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
取
る
に
足
ら
な
い
〈
神
学
的
用
語
〉
と
目
に
映
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
内
容
と
文
字
が
第
三
者
に
は
ほ
と
ん
ど
解
読
不
可
能
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
家
族
の
手
に
返
さ
れ
た
の
で
し
た）2
（

。

後
に
こ
の
著
は
、
Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ
ら
の
手
に
よ
っ
て
断
片
の
原
稿
が
判
読
・
整
理
・
構
成
さ
れ
、
一
九
四
九
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
な
か
に
は
、
押
収
さ
れ
な
い
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
た
庭
か
ら
ふ
た
た
び
掘
り
出
さ
れ
た
未
整
理
の
ま
ま
の
草
稿
メ
モ
や
、
ま

た
一
部
に
は
、
逮
捕
さ
れ
た
時
に
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
手
に
渡
っ
た
も
の
ま
で
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
初
版
は
、
各
章
の
成
立
年
代
に
つ
い
て

の
ベ
ー
ト
ゲ
の
推
定
に
従
っ
て
、
時
間
的
な
順
序
で
編
集
さ
れ
ま
し
た
。
後
の
版
で
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
構
想
す
る
体
系
の
論
理
的

な
順
序
に
従
っ
て
、
変
更
す
る
試
み
も
な
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
主
観
的
な
〈
解
釈
〉
の
入
る
余
地
が
あ
り
、

問
題
を
残
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
九
九
二
年
、
装
い
も
新
た
に
編
集
し
直
さ
れ
た
全
集
版
の
『
倫
理
』
新
版
（D

BW
 6

）
は
、
で
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き
る
限
り
客
観
的
な
整
理
方
法
に
従
っ
て
、
成
立
年
代
順
に
編
集
す
る
方
針
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
細
や
か
な
執
筆
事
情
の
研
究
や
時
代
考

証
、
ま
た
使
用
さ
れ
た
ペ
ン
や
紙
の
種
類
、
さ
ら
に
は
引
用
さ
れ
た
文
献
の
出
版
時
期
な
ど
の
客
観
的
デ
ー
タ
を
決
め
て
と
し
て
、
執
筆

時
期
が
割
り
出
さ
れ
た
の
で
す）3
（

。

こ
の
よ
う
し
て
最
新
刊
に
採
用
さ
れ
た
構
成
順
序
か
ら
す
る
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
良
心
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
ほ
と
ん
ど
が
一
九

四
二
年
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
年
頭
か
ら
初
夏
ま
で
に
書
か
れ
た
「
歴
史
と
善
」
と
、
初
夏
か
ら
年
末
に
か
け

て
書
か
れ
た
「
神
の
愛
と
世
界
の
堕
落
」
と
い
う
章
の
な
か
に
現
れ
ま
す
。
し
か
し
、『
倫
理
』
は
未
完
の
断
片
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で

あ
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
は
部
分
毎
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
草
稿
を
十
分
に
練
り
な
お
す
こ
と
は
叶
わ
ず
、
そ
こ
に
何
か
ひ
と
つ
の
ま

と
ま
っ
た
良
心
論
と
い
う
べ
き
も
の
が
順
序
だ
て
て
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に

と
っ
て
〈
良
心
〉（G

ew
issen

）
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
、〈
知
る
〉（W

issen

）
と
い
う
事
柄
と
、〈
善
〉
を
判
断
す
る
際
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
り
う
る
〈
法
〉（G

esetz
）
と
い
う
も
の
を
手
が
か
り
に
追
っ
て
ゆ
く
と
、
自
ず
と
彼
の
良
心
論
と
い
う
べ
き
も
の
が
浮
か
び

上
が
っ
て
来
る
の
で
す
。

一
九
四
二
年
の
年
頭
か
ら
初
夏
ま
で
は
、
い
わ
ば
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
抵
抗
運
動
へ
の
関
与
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
期
で
も
あ
り
ま

す
。
五
月
に
ス
イ
ス
を
旅
行
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
グ
ル
ー
プ
の
救
出
作
戦
（
七
号
作
戦
）
の
準
備
を
行
い
、
九
月
五
日
に
軍
情
報
部
の
活
動
の

一
環
で
あ
る
よ
う
に
偽
装
し
て
ス
イ
ス
に
脱
出
さ
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
四
月
に
反
ナ
チ
抵
抗
グ
ル
ー
プ
と
し
て
知
ら
れ
る
ク
ラ
イ
ザ
ウ
・

サ
ー
ク
ル
の
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
イ
ェ
ー
ム
ス
・
フ
ォ
ン
・
モ
ル
ト
ケ
（H

elm
uth Jam

es von M
oltke 1907-1945

）
と
共
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー

に
渡
っ
て
そ
の
地
で
教
会
闘
争
を
支
援
し
て
お
り
、
五
月
三
〇
日
か
ら
六
月
二
日
に
か
け
て
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
チ
チ
ェ
ス
タ
ー
の
ベ

ル
主
教
と
秘
か
に
会
っ
て
英
国
に
抵
抗
派
の
情
報
を
伝
え
て
和
平
の
可
能
性
を
探
り
、
さ
ら
に
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
は
義
兄
ド
ー
ナ

ニ
ー
と
共
に
バ
チ
カ
ン
を
訪
問
す
る
な
ど
、
軍
情
報
部
嘱
託
と
し
て
偽
装
さ
れ
た
任
務
と
抵
抗
派
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
活
動
と
の
〈
二
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

重
生
活
〉（D

B, 765�.

）
が
際
立
っ
て
い
た
時
期
で
し
た
。

抵
抗
運
動
に
お
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
担
っ
て
い
た
役
割
は
、
大
き
く
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
方
で
は
、
彼
が
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な

教
会
運
動
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
連
合
国
側
の
政
府
に
た
い
し
て
、
ド
イ
ツ
国
内
に
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
を
転
覆
す
る
抵
抗
運
動
と
い

う
〈
も
う
ひ
と
つ
の
ド
イ
ツ
〉
が
存
在
す
る
こ
と
を
伝
え
て
、〈
ヒ
ト
ラ
ー
後
〉
の
和
平
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
る
こ
と
で
し
た
。
し
か

し
不
幸
な
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
の
抵
抗
運
動
は
連
合
国
側
か
ら
は
終
始
〈
見
捨
て
ら
れ
た
〉
ま
ま
で
し
た）4
（

。

他
方
で
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
役
割
は
ま
っ
た
く
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
抵
抗
運
動
に
参
与
し
た
人
び
と
の
良

心
的
葛
藤
に
つ
い
て
考
え
ぬ
き
、
神
学
的
助
言
を
与
え
る
こ
と
で
し
た）5
（

。
活
動
の
合
間
を
ぬ
っ
て
書
か
れ
た
『
倫
理
』
の
な
か
に
は
、

抵
抗
を
め
ぐ
る
倫
理
的
問
題
に
つ
い
て
よ
く
考
え
ぬ
か
れ
た
跡
が
伺
え
ま
す
。
彼
の
存
在
は
あ
る
意
味
で
は
、
ド
イ
ツ
抵
抗
運
動
を
支

え
た
思
想
的
・
倫
理
的
な
柱
と
見
る
こ
と
さ
え
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
歴
史
家
ハ
ン
ス
・
ロ
ー
ト
フ
ェ
ル
ス
（H

ans 

Rothfels 1891-1976

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
倫
理
的
デ
ィ
レ
ン
マ

―
そ
れ
は
、〔
ナ
チ
に
占
領
さ
れ
て
い
た
〕
他
の
諸
国
に
お
け
る
反
対
派
の
人
び

と
の
良
心
に
課
せ
ら
れ
た
の
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
よ
う
な
デ
ィ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た

―
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
解
決
へ
と
い
た
ら
せ

る
、
最
も
明
確
な
、
か
つ
最
も
純
粋
な
抵
抗
の
タ
イ
プ
を
代
表
し
て
い
る
」）

6
（

。

と
い
う
の
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
は
、
祖
国
の
敗
北
を
願
う
こ
と
に
も
な
り
、
ま
た
あ
ら

ゆ
る
法
規
範
も
、
神
の
律
法
を
も
、
侵
す
こ
と
な
し
に
は
進
み
え
な
い
道
を
歩
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
最
大
の

倫
理
的
デ
ィ
レ
ン
マ
の
な
か
で
、
彼
は
良
心
に
つ
い
て
思
索
し
た
の
で
す
。
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第
一
節　

良
心
の
語
義
的
考
察

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
良
心
論
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
良
心
（G
ew

issen

）
と
い
う
言
葉
の
語
義
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
と
い
う
の
は
、
欧
語
の
〈
良
心
〉
は
、
日
本
語
の
〈
良
き
心
〉
と
い
う
響
き
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
、
お
よ
そ
想
像
し
に
く

い
「
共
に
知
る
」
と
い
う
〈
共
知
〉
の
意
味
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
ず
は
由
来
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

一　
〈
良
心
〉
の
由
来

日
本
語
の
〈
良
心
〉
の
由
来）7
（

ま
ず
、
欧
語
に
由
来
す
る
良
心
概
念
に
つ
い
て
言
う
と
、
そ
れ
は
〈
共
知
〉
を
意
味
す
る
倫
理
意
識
に
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
た
い
し
て
日
本
語
の
良
心
は
、
明
治
初
期
に
英
語
の
コ
ン
シ
エ
ン
ス
（conscience

）
や
独
語
の
ゲ

ヴ
ィ
ッ
セ
ン
（G

ew
issen

）
と
い
っ
た
外
来
語
に
あ
て
た
訳
語
で
は
あ
り
ま
す
が
、
欧
語
に
お
い
て
備
わ
っ
て
い
た
〈
共
同
知
〉
と
い

う
意
味
は
、
か
な
ら
ず
し
も
意
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
日
本
に
は
ゲ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
に
相
当
す
る
概
念
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の

訳
語
は
、
中
国
戦
国
時
代
に
孟
子
が
使
用
し
た
〈
良
心
〉
と
い
う
語
に
求
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
彼
は
ど
の
よ
う

な
意
味
で
こ
の
語
を
用
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
般
的
な
理
解
と
し
て
、
孟
子
の
思
想
は
性
善
説
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
は
仁
・
義
・
礼
・
智
の
四
端
が

備
わ
り
、
そ
れ
ら
へ
と
進
む
芽
生
え
と
も
い
う
べ
き
四
つ
の
心
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
仁
の
端
は
い
た
わ
し
く
思
う
〈
惻
隠
の
心
〉、
義

の
端
は
悪
を
憎
む
〈
羞
悪
の
心
〉、
礼
の
端
は
謙
り
譲
る
〈
辞
譲
の
心
〉（
謙
譲
の
心
）、
そ
し
て
智
の
端
は
物
事
が
正
し
い
か
否
か
を
見
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

極
め
る
〈
是
非
の
心
〉
が
糸
口
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
孟
子
の
良
心
概
念
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
良
心
と
い
う
言
葉

は
『
孟
子
』
第
一
一
編
八
章
に
お
い
て
登
場
し
、
有
名
な
牛
山
の
た
と
え
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

「
人
の
存
す
る
者
と
雖い

え
ど

も
、
豈あ

に

仁
義
の
心
無
か
ら
ん
や
。
其そ

の
、
良
心
を
放
す
る
所
以
の
者
、
亦ま

た
な
お
お
の
き
ん

猶
斧
斤
の
木
に
於
け
る
が
ご
と
き

な
り
。
旦た

ん

旦た
ん

に
し
て
之
を
伐
ら
ば
、
以も

っ

て
美
と
為な

す
可べ

け
ん
や
」 ）8
（

。

こ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
其
の
国
に
あ
る
牛
山
と
い
う
山
に
は
、
昔
は
美
し
く
樹
木
が
茂
っ
て
い
た
が
、

大
都
会
近
郊
に
あ
っ
た
た
め
す
っ
か
り
伐
採
さ
れ
、
さ
ら
に
牛
や
放
牧
に
よ
っ
て
は
げ
山
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
け
っ
し
て
昔
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
人
間
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
本
性
の
な
か
に
仁
義
の
心
が
な
い
は
ず
が
な
い
。
人
が
そ
う
し

た
本
来
の
良
心
を
放
失
し
て
し
ま
う
の
は
、
日
夜
斧
や
斤
で
木
を
伐
り
倒
す
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
人
間
の
本
性
を
見
誤

る
べ
き
で
は
な
い
」）

9
（

。
よ
う
す
る
に
、
こ
こ
で
良
心
は
、
仁
義
の
心
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
孟
子
の
人
間
観
に
よ
れ
ば
、

そ
の
本
性
は
善
で
あ
り
、
人
間
の
心
の
な
か
に
は
〈
仁
〉
も
〈
義
〉
も
内
在
し
て
い
る
の
で
す）10
（

。

こ
の
よ
う
な
良
心
の
原
義
が
今
日
の
日
本
で
か
な
ら
ず
し
も
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
文
字
ど
お
り
〈
良
き

心
〉
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
、
例
え
ば
『
大
辞
泉
』
の
「
善
悪
・
正
邪
を
判
断
し
、
正
し
く
行
動
し

よ
う
と
す
る
心
の
は
た
ら
き
」、
あ
る
い
は
『
広
辞
苑
』
の
「
何
が
自
分
に
と
っ
て
善
で
あ
り
悪
を
知
ら
せ
、
善
を
命
じ
し
り
ぞ
け
る
個

人
の
道
徳
意
識
」
と
い
っ
た
意
味
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
良
心
を
た
だ
〈
道
徳
意
識
〉
と
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、
意

識
と
い
っ
て
も
社
会
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
意
識
、
ひ
い
て
は
個
別
の
実
存
的
契
機
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う）11
（

。
ま

た
、
善
悪
や
正
邪
の
判
断
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
本
章
に
お
い
て
注
目
す
る
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
る
よ
う
な
善
悪
の

137

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

137 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:37

 



知
の
彼
岸
に
あ
る
よ
う
な
良
心
の
あ
り
方
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

欧
語
の
〈
良
心
〉
の
由
来

欧
語
の
コ
ン
シ
エ
ン
ス
や
ゲ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
は
、
い
ず
れ
も
ラ
テ
ン
語
の
〈
コ
ン
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
〉（conscientia

）
に
由
来
し
て
お

り
、
さ
ら
に
源
泉
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、〈
シ
ュ
ネ
イ
デ
ー
シ
ス
〉（συνείδησις

）
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。
シ
ュ
ネ

イ
デ
ー
シ
ス
は
、（
1
）
他
者
と
共
有
す
る
知
識
（
2
）
伝
達
や
通
知
（
3
）
知
識
（
4
）
意
識
や
知
覚
（
5
）
善
行
と
悪
行
と
の
意

識
、
良
心
（
6
）
共
犯
、
罪
責
、
罪
悪
と
い
っ
た
広
汎
多
義
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す）12
（

。
そ
れ
は
シ
ュ
ン
（σύν-

）
と
エ
イ
デ
ー
シ
ス

（είδησις

）
か
ら
な
る
合
成
語
で
、
シ
ュ
ン
は
〈（･･･

と
）
共
に
〉
と
い
う
集
合
的
意
味
を
表
す
接
頭
辞
、
エ
イ
デ
ー
シ
ス
は
本
来
〈
見

る
〉、〈
知
る
〉、〈
認
識
す
る
〉
と
い
っ
た
意
味
の
エ
イ
ド
ー
（ε'ίδω

）
と
い
う
動
詞
の
名
詞
形
で
す
。
し
た
が
っ
て
語
源
的
に
は
、
欧

語
の
良
心
と
い
う
語
は
、
共
に
知
る
と
い
っ
た
〈
共
知
〉
や
〈
意
識
〉
を
表
す
も
の
で
し
た
が
、
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
た
ち
の
影
響
で
、

道
徳
的
な
意
味
が
加
わ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

二　
〈
共
知
〉
と
し
て
の
良
心

こ
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
シ
ュ
ネ
イ
デ
ー
シ
ス
を
源
泉
と
す
る
欧
語
の
良
心
の
構
成
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
一
定
し

て
お
り
、〈
共
に
〉
と
い
う
接
頭
語
を
と
も
な
う
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
初
は
〈
意
識
〉
や
〈
知
〉
と
い
っ
た
一
般
的
な
意

味
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
道
徳
的
意
識
と
い
う
概
念
を
通
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
時
代
に
多
く
の
思
想
家
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ

た
よ
う
に
、〈
わ
が
内
な
る
良
心
〉
と
い
う
限
定
さ
れ
た
意
味
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
は
い
え
、
個
々
の
哲
学
者
や
神
学
者
の
良
心
概
念
を
見
て
ゆ
け
ば
、
他
の
用
い
方
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ゲ
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
を
〈
全
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

体
知
〉
と
訳
す
場
合
や）13
（

、
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
良
心
は
自
ら
が
善
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
た
い
す
る
絶
対
的
確
信
と
し

て
、
そ
の
語
源
を
こ
の
〈
確
信
〉（G

ew
issheit

）
と
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す）14
（

。
こ
の
よ
う
に
語
義
そ
の
も
の
か
ら
し
て
す
で
に
多
様
な

見
解
が
あ
る
も
の
の
、
欧
語
に
由
来
す
る
良
心
概
念
に
〈
共
知
〉
の
意
味
を
見
る
こ
と
は
、
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
一
般
的
な
理

解
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す）15
（

。

誰
（
何
）
と
共
に
知
る
の
か

そ
れ
で
は
〈
共
知
〉
と
い
う
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
〈
誰
〉
と
、
あ
る
い
は
〈
何
〉
と
共
に
知
る
の
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
思
想
史
の
伝
統

に
お
い
て
は
、
こ
の
不
定
項
に
入
る
可
能
な
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
大
ま
か
に
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
一
に
、〈
他
者
〉

と
の
共
知
で
す
。
こ
れ
は
、
自
分
か
ら
見
て
外
的
な
、
自
分
以
外
の
他
な
る
人
格
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
が
複
数
の
人
び
と
の
場
合
に

は
、
世
間
や
社
会
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
二
に
、〈
自
分
自
身
〉
と
の
共
知
。
こ
れ
は
内
的
な
、
わ
が
内
な
る
人
格
を
意
味
し
ま

す
。
そ
し
て
第
三
に
、〈
神
〉
と
の
共
知
で
す
。

こ
こ
で
仮
に
、
良
心
に
、
善
悪
の
意
識
と
い
う
は
た
ら
き
を
認
め
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
共
に
知
る
〈
関
知
者
〉（M

itw
isser

）
か

ら
見
た
善
、
あ
る
い
は
、
そ
の
意
志
と
い
う
も
の
が
、
ひ
と
つ
の
判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
ど
こ
に
求

め
る
か
に
よ
っ
て
、〈
他
律
的
良
心
〉〈
自
律
的
良
心
〉〈
神
律
的
良
心
〉
と
い
う
分
類
も
可
能
と
な
り
ま
す）16
（

。
後
で
述
べ
ま
す
が
、
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
『
倫
理
』
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
近
い
表
現
が
出
て
き
ま
す
。

神
認
識
の
方
法

し
か
し
、〈
神
〉
あ
る
い
は
〈
永
遠
者
〉
と
共
に
知
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
〈
知
〉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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そ
も
そ
も
、
神
の
意
志
、
神
か
ら
見
た
善
、
神
の
正
義
と
い
っ
た
も
の
を
知
る
こ
と
が
、
有
限
な
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
の
で
し
ょ
う

か
。
ま
ず
こ
う
し
た
知
に
到
達
す
る
前
提
と
し
て
、
神
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
き
あ
た
り
ま
す
。
西
洋
の
伝
統

に
お
い
て
は
、
大
き
く
は
、
三
つ
の
方
法
が
見
ら
れ
ま
す）17
（

。
第
一
に
、
哲
学
的
（
論
理
的
）
推
論
に
よ
る
神
認
識
で
す
。
こ
れ
は
哲
学

的
な
神
の
存
在
証
明
に
よ
っ
て
導
か
れ
ま
す
。
第
二
に
、
被
造
物
（
自
然
）
を
媒
介
に
し
て
神
を
知
る
も
の
で
、
自
然
神
学
と
呼
ば
れ

ま
す
。
そ
し
て
第
三
に
、
聖
書
の
啓
示
に
よ
っ
て
神
を
知
る
と
い
う
も
の
、
す
な
わ
ち
啓
示
神
学
で
す
。
ま
た
こ
れ
ら
以
外
の
方
法
と
し

て
、
正
統
な
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
す
る
と
場
合
に
よ
っ
て
は
異
端
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
神
秘
主
義
的
な
神
認
識
、
つ
ま
り
神
と

の
合
一
体
験
に
よ
る
知
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

中
世
ス
コ
ラ
神
学
で
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
上
記
三
つ
の
方
法
が
承
認
さ
れ
て
い
ま
し
た）18
（

。
も
っ
と
も
、
哲
学
的
神
認
識
や
自

然
神
学
に
つ
い
て
は
全
面
的
で
は
な
い
に
せ
よ
部
分
的
に
、
一
定
の
有
効
性
が
承
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
コ
ラ
神
学
の
大

成
者
で
あ
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
の
核
心
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、〈
真
理
は
た
だ
ひ
と
つ
〉
と
い
う
確
信
が
あ
り
、〈
恵

み
は
自
然
を
破
壊
せ
ず
、
そ
れ
を
完
成
す
る
〉
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
宗
教
改
革
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
に

お
い
て
は
、
哲
学
や
自
然
神
学
に
よ
る
神
認
識
を
、〈
原
理
的
〉
に
排
除
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、〈
事
実
上
〉
排
除
さ
れ
て
い

ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
神
は
、
聖
書
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て

自
ら
を
啓
示
し
た
神
に
ほ
か
な
ら
ず
、
他
の
二
つ
の
神
認
識
の
道
は
〈
事
実
上
〉
退
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

こ
う
し
た
啓
示
に
よ
っ
て
し
か

0

0

0

0

0

0

0

0

神
を
認
識
で
き
な
い
と
い
う
主
張
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
時
代
の
よ
う
に
、
自
然
神
学
が
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
論
争
的
な
主
張
で
さ
え
あ
り
ま
し
た
。
自
然
を
媒
介
と
し
て
神
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
を
媒
介
と
し

て
神
の
意
志
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
後
で
さ
ら
に
詳
し
く
見
ま
す
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
俗
流
化
さ
れ
た
〈
自
然
法
則
〉
と
い
う
も
の
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

に
神
の
意
志
を
見
出
し
、
闘
争
に
よ
る
〈
人
種
選
択
〉
を
正
当
化
す
る
根
拠
に
も
な
り
え
た
の
で
す
。
こ
こ
に
も
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

が
、
厳
格
な
ま
で
に
自
然
神
学
的
な
神
認
識
を
退
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
次
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
良
心
概
念
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
の
か
を
概
観
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
問
題
意
識
を
明

確
に
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
二
節　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
良
心
概
念
の
歴
史
的
概
観

一　
『
行
為
と
存
在
』（
一
九
三
一
年
）
に
お
け
る
良
心
概
念

第
一
期
の
著
『
行
為
と
存
在
』
に
お
い
て
良
心
は
、〈
ア
ダ
ム
に
お
け
る
存
在
〉
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
し
て
、
自
己
閉
鎖
的
な
思
惟

に
お
け
る
〈
自
己
反
省
〉〈
自
意
識
〉〈
自
己
認
識
〉〈
自
己
把
握
〉
と
い
っ
た
、
批
判
的
な
響
き
を
も
っ
て
登
場
し
ま
す
。

ま
ず
『
行
為
と
存
在
』
は
、
そ
の
副
題
「
組
織
神
学
に
お
け
る
超
越
論
哲
学
と
存
在
論
」
が
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
著

に
お
い
て
良
心
は
、
行
為
と
存
在
の
止
揚
と
い
う
テ
ー
マ
の
文
脈
に
お
い
て
現
れ
ま
す
。
こ
こ
で
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
主
張
を
ご
く

簡
単
に
述
べ
る
と
こ
う
な
り
ま
す
。
認
識
に
は
、
存
在
が
先
立
つ
。
存
在
は
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
〈
志
向
〉（Intention

）
と
い
う
〈
意
識
〉

（Bew
ußtsein

）
か
ら
生
じ
る
。
こ
の
意
識
と
い
う
ド
イ
ツ
語
が
、〈
意
識
し
た
〉（bew

ußt

）
＋
〈
存
在
す
る
〉（sein

）
と
い
う
構
成
か

ら
成
り
立
つ
よ
う
に
、
意
識
と
存
在
（Sein

）
は
切
り
離
せ
な
い
。
そ
し
て
存
在
に
は
、
信
仰
が
先
立
つ
。
そ
の
信
仰
は
、
神
か
ら
与
え

ら
れ
る
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
に
掴
ま
れ
る
こ
と
が
〈
直
接
的
行
為
〉（actus directus

）
で
あ
り
、〈
反
省
的
・
思
索
的
行
為
〉（actus 

re�exus

）
と
は
区
別
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
、
信
仰
に
お
い
て
〈
行
為
〉
と
〈
存
在
〉
は
止
揚
さ
れ
る
、
と
述
べ
て

い
ま
す
。
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し
た
が
っ
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
で
は
、
認
識
に
は
〈
存
在
〉
が
先
立
ち
ま
す
。
つ
ま
り
、〈
存
在
〉
が
〈
知
る
〉
と
い
う
あ

り
方
を
左
右
し
ま
す
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
、〈
ア
ダ
ム
に
お
け
る
存
在
〉（Sein in A

dam

）
と
〈
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
存
在
〉（Sein in 

C
hristus

）
に
分
類
し
て
論
じ
て
い
ま
す
。

〈
ア
ダ
ム
に
お
け
る
存
在
〉
の
具
体
的
あ
り
方
と
し
て
の
良
心

ま
ず
、
こ
こ
で
〈
ア
ダ
ム
に
お
い
て
あ
る
〉
と
い
う
の
は
、
罪
人
で
あ
る
こ
と
の
存
在
論
的
な
、
聖
書
に
基
づ
く
規
定
で
す
（D

BW
 

2, 135

）。「
ア
ダ
ム
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
が
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
」（
Ⅰ
コ
リ
ン
ト 
一
五
章
二
二
節
））

19
（

。
こ
の
〈
ア
ダ
ム
に
お
い
て
〉
と
い
う
状
態
は
、〈
非
真
理
に
お
い
て
〉
と
い
う
こ
と
に
も
等
し

い
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
い
ま
す
（D

BW
 2, 136

）。
こ
れ
は
ル
タ
ー
の
言
葉
で
は
、〈
自
己
自
身
の
内
に
歪
曲
し
た
心
〉
の
状
態
に

あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
す
で
に
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に）20
（

、
自
己
を
超
え
て
神
を
も
知
る
結
果
と
し
て
、
ふ
た
た

び
自
己
に
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い
精
神
の
は
た
ら
き
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
け
る
良
心
は
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
〈
悪

魔
の
良
心
〉
と
呼
ば
れ
、
人
間
を
非
真
理
の
な
か
に
と
り
残
す
と
さ
れ
ま
す）21
（

。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
ア
ダ
ム
に
お
け
る
人
間
〉
に
、〈
独
在
〉（A

lleinsein

）（D
BW

 2, 137f, 140, 146f.

）
と
い

う
特
徴
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
す
で
に
本
書
の
第
一
章
で
見
た
よ
う
な）22
（

、
神
と
の
交
わ
り
か
ら
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
と
の
交
わ
り
か
ら
も
分
離
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
孤
立
し
て
い
る
存
在
を
意
味
し
ま
す
。〈
知
る
〉
こ
と
に
お
い
て
も
、

そ
の
自
己
完
結
し
た
思
惟
の
世
界
の
な
か
で
、
そ
の
始
点
も
終
点
も
、
自
分
で
定
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
律
存
在
と
し
て
の
人
間
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
哲
学
的
に
見
れ
ば
、
主
観
的
観
念
論
の
極
端
な
形
と
さ
れ
る
ソ
リ
プ
シ
ズ
ム
（solipsism

）
の
あ
り
方
に
近
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ア
ダ
ム
に
お
け
る
人
間
は
、
良
心
の
呼
び
声
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
自
己
（
本
来
的
自
己
）
へ

と
呼
び
出
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
自
ら
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
の
な
か
で
独
在
す
る
ア
ダ
ム
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
自
己
閉
鎖
的
な
思
惟

に
お
け
る
〈
自
己
反
省
〉
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
己
正
当
化
を
意
味
し
、
独
断
の
虚
偽
の
な
か
に
い
る
と

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
た
び
た
び
自
然
神
学
の
思
潮
に
お
い
て
良
心
は
、
あ
た
か
も
人
間
に
お
け
る
神
の
声
で
あ
る
か
の
よ
う

な
輝
き
を
獲
得
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
根
本
的
に
、
神
の
声
で
は
な
く
、
人
間
自
身
の
声
」（D

BW
 2, 155

）
だ
と
言
い
ま
す
。

こ
の
〈
独
在
〉
と
い
う
あ
り
方
は
、
キ
リ
ス
ト
が
律
法
を
通
し
て
人
間
と
闘
う
〈
試
練
〉（A

nfechtung

）
に
よ
っ
て
、
罪
責
と
判
定

さ
れ
て
あ
ら
わ
に
な
り
ま
す
（D

BW
 2, 147

）。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
う
説
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
人
間
は
、
過
ぎ
去
っ
た
事
柄
に

た
い
し
て
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
自
ら
の
良
心
に
訴
え
て
、
最
後
の
〈
逃
走
〉
を
く
わ
だ
て
る
。
つ
ま
り
、〈
神
の
よ
う
に
〉

な
っ
た
自
分
の
知
識
に
訴
え
て
、
神
の
言
葉
に
た
い
し
て
身
を
守
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
人
間
は
、
そ
の
逃
走
の
原
因
と
結
末
と
し
て
、

自
ら
の
罪
責
と
死
を
認
識
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
神
は
こ
う
し
た
罪
の
認
識
を
通
し
て
人
間

を
死
な
せ
、
こ
の
死
を
通
し
て
信
仰
共
同
体
に
導
き
入
れ
る
、
と
言
い
ま
す
。

〈
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
存
在
〉
の
過
去
の
規
定
と
し
て
の
良
心

そ
れ
で
は
、〈
独
在
〉
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
共
同
体
へ
と
導
き
入
れ
ら
れ
た
人
間
に
と
っ
て
、
良
心

は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、『
ド
イ
ツ
神
学
』）23
（

に
出
て
く
る
「
良
心
な
き
者
は
、
キ
リ
ス
ト

か
悪
霊
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
（D

BW
 2, 154

）、
歴
史
的
な
人
間
で
あ
れ
ば
だ
れ
し
も

―
ア
ダ
ム
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず

神
の
攻
撃
に
た
い
し
て
身
を
守
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
の
教
会
に
お
い
て
も

―
良
心
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
ま
す
。
そ
し

て
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
良
心
を
、〈
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
存
在
〉
の
過
去
の
規
定
と
定
義
し
、
二
つ
の
形
式
に
分
類
し
て
い
ま
す
。
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第
一
の
形
式
の
良
心
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
こ
と
と
同
様
に
、〈
試
練
〉
と
い
う
形
を
取
り
ま
す
。
こ
こ
で
良
心
は
、
キ
リ
ス
ト
を
審
判

者
と
し
て
示
し
、
律
法
を
犯
す
私
の
罪
を
絶
え
ず
指
摘
し
ま
す
。
こ
の
形
式
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
罪
の
贖
い
が
信
じ
ら
れ
て
お
ら

ず
、
キ
リ
ス
ト
が
ふ
た
た
び
信
仰
を
与
え
な
い
限
り
は
危
機
に
陥
る
と
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
た
い
し
て
、
第
二
の
形
式
に
お
い
て
良
心
は
、
や
は
り
自
分
自
身
に
た
い
す
る
反
省
で
は
あ
り
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
を
ひ
た
す

ら
仰
ぎ
見
る
〈
志
向
〉
に
含
ま
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
信
仰
に
お
け
る
〈
罪
の
凝
視
〉
を
伴
い
、「
私
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
赦
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
な
か
に

0

0

0

0

、
私
の
罪
を
見
る

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
筆
者
）
と
言
い
ま
す
。
い
ま
や
悔
い
改
め
も
、
も
は
や
自
分
自
身
の
究
極
的
な
把
握
で
は
な
く
、

む
し
ろ
赦
し
を
信
ず
る
こ
と
に
お
け
る
悔
い
改
め
な
の
で
あ
り
、「
自
分
自
身
を
喪
失
す
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
分
自

身
を
見
出
す
」（D

BW
 2, 156

）
の
で
す
。

こ
こ
で
す
で
に
、『
倫
理
』
に
お
け
る
「
責
任
的
に
わ
が
身
に
罪
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
お
い
て
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
に
の
み
束
縛
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
良
心
に
お
け
る
罪
責
か
ら
の
解
放

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 281

）
と
い
う
発
言
に
つ
な
が
る
思
想
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
背
負
わ
れ
た
罪
責
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
た
だ
恵
み
を
頼
み
と
し
て
、
良
心
は
そ
こ
か
ら
解

放
さ
れ
る
と
い
う
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
確
信
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。

二　
『
創
造
と
堕
落
』（
一
九
三
三
年
）
に
お
け
る
良
心
概
念

ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
（
一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
）
の
時
期
に
成
立
し
た
第
二
期
の
著
『
創
造
と
堕
落
』
に
お
い
て
も
、
良
心
は
徹

底
し
て
否
定
的
な
概
念
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
す
で
に
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
と
く
に
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
善
と
悪

の
知
識
を
獲
得
し
て
〈
神
の
よ
う
に
〉
な
っ
た
堕
罪
後
の
人
間
〈
ア
ダ
ム
〉
の
状
況
で
す
。
こ
の
著
に
お
い
て
〈
良
心
〉
は
、
根
源
で
あ

る
神
か
ら
分
離
し
た
ア
ダ
ム
の
〈
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
〉
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
釈
義
に
よ
れ
ば
、
倒
錯
し
、
自
己
正
当
化
へ
と
う
な
が
す
良
心
は
、
例
え
ば
、
堕
罪
し
た
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
を
神

か
ら
の
逃
走
へ
と
駆
り
立
て
ま
す
。
良
心
は
、
神
か
ら
の
〈
逃
走
〉
な
い
し
〈
隠
蔽
〉
で
す
。「
人
間
を
神
か
ら
の
逃
走
に
駆
り
立
て
る

こ
と
こ
そ
、
良
心
の
機
能
で
あ
る
」（D

BW
 3, 120

）。
つ
ま
り
良
心
は
、
堕
落
し
た
ア
ダ
ム
に
た
い
し
て
神
の
前
に
自
首
し
て
出
る
よ

う
に
命
じ
る
の
で
は
な
く
、
神
か
ら
身
を
隠
す
よ
う
に
駆
り
立
て
る
も
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
ア
ダ
ム
よ
、
お
前
は
ど
こ
に
い
る

の
か
。
お
前
の
造
り
主
の
前
に
立
ち
な
さ
い
」
と
い
う
神
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
、
逃
走
中
の
ア
ダ
ム
は
自
己
の
良
心
か
ら
呼
び
出
さ
れ

て
立
ち
止
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
良
心
は
、
し
ぶ
し
ぶ
神
の
正
し
さ
を
認
め
て
は
い
ま
す
が
、
他
方
で
、
隠
れ
家
に
こ
も
れ
ば
安
全
だ
と
思
い
込
ま
せ
ま
す
。

そ
し
て
神
の
呼
び
か
け
に
た
い
し
て
ア
ダ
ム
は
、
自
ら
の
良
心
に
従
っ
て
、
こ
う
答
え
ま
す
。「
私
は
、
裸
だ
っ
た
の
で
、
恐
れ
て
身
を

隠
し
た
の
で
す
」（
創
世
記 

三
章
十
節
）。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
さ
ら
な
る
逃
亡
を
く
わ
だ
て
、「
あ
な
た
が
私
と
一

緒
に
し
て
下
さ
っ
た
あ
の
女
に
唆
さ
れ
た
の
で
す
」
と
神
に
訴
え
ま
す
。
す
る
と
エ
ヴ
ァ
の
方
も
弁
明
し
ま
す
。「
あ
な
た
が
お
創
り
に

な
っ
た
あ
の
蛇
に
誘
惑
さ
れ
た
の
で
す
」
と
。
こ
う
し
た
原
初
の
人
間
の
観
察
か
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
良
心
と
い
う
も
の
を
罪
の

状
態
に
あ
る
人
間
が
自
ら
の
内
面
に
お
い
て
聞
く
神
の
声
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
神
の
声
に
た
い
す
る
防
御
」
で
あ
る
と
見
な
し
ま
す

（D
BW

 3, 120

）。
し
か
も
防
御
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
や
意
志
に
反
し
て
、
か
え
っ
て
神
の
声
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
神
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る
や
り
口
は
、「
本
当
に
神
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
す
か
」（
創
世
記 

三
章
一
節
））

24
（

と
唆
し
た
〈
誘
惑
者
〉、
あ
の
蛇
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
し
た
。
良
心
は
、
神
の
言
葉
以
上
の
も
の
を
自
ら
の
知
識
に
従
っ
て
語
ろ
う
と
す

る
〈
誘
惑
〉
に
つ
ね
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。「
神
よ
、
な
ぜ
あ
な
た
は
不
完
全
に
造
っ
た
の
で
す
、
私
に
は
何
の
責
任
も
あ
り
ま
せ
ん
」

と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
は
神
の
業
に
異
議
を
申
し
立
て
ま
す
。
つ
ま
り
二
人
は
、
自
ら
の
良
心
に
、
自
ら
の
〈
善
と
悪

に
つ
い
て
の
知
識
〉
に
訴
え
て
、
自
ら
が
認
識
す
る
〈
よ
り
よ
い
神
〉
に
た
い
し
て
、
自
分
た
ち
の
創
り
主
を
上
訴
す
る
の
で
す
。
し
か
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し
彼
ら
の
良
心
の
正
体
は
、〈
わ
が
内
な
る
神
の
声
〉
で
は
な
く
、
彼
ら
の
根
源
で
あ
る
神
か
ら
分
離
し
た
〈
ア
ダ
ム
〉
の
善
と
悪
に
つ

い
て
の
知
識
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
い
か
に
敬
虔
を
装
っ
て
は
い
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、〈
神
の
よ
う
な
も
の
〉
と
な
っ

た
ア
ダ
ム
自
身
の
声
で
あ
っ
て
、
神
自
身
の
呼
び
声
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ダ
ム
は
、
自
分
で
立
て
た
善
悪
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
神

を
も
裁
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、『
創
造
と
堕
落
』
に
お
い
て
も
良
心
は
、
堕
落
し
た
人
間
の
〈
善
と
悪
の
知
識
〉
を
意
味
し
、
明
ら
か
に
否
定
的
な
概

念
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
知
識
に
訴
え
て
〈
神
か
ら
の
逃
亡
〉
に
駆
り
立
て
る
も
の
、
あ
る
い
は
〈
神
の
声
に
た
い
す
る
防
御
〉
と
見
な

さ
れ
て
い
ま
す
。

三　
『
倫
理
』（
一
九
四
九
年
）
に
お
け
る
良
心
概
念

第
三
期
の
著
『
倫
理
』
に
お
い
て
も
同
様
に
、
良
心
は
堕
罪
後
の
人
間
が
巻
き
込
ま
れ
た
〈
分
裂
〉
の
状
態
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
良
心
の
呼
び
声
は
、
神
と
も
他
の
人
間
と
も
自
然
と
も
分
離
し
た
人
間
の
、
せ
め
て
自
分
自
身
と
一
致
し
よ
う
と
す
る
寄
る
辺
な
い
願

い
の
叫
び
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
良
心
の
呼
び
声
と
し
て
の
性
格
」
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
学

ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す）25
（

。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
良
心
は
、
自
分
の
意
志
と
自
分
の
理
性
の
彼
岸
の
深
み
か
ら
や
っ
て
来
て
、
自
分
の
耳
に
届
け
ら
れ
る
、
自
分
自
身
と
の
一
致
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

求
め
る
人
間
実
存
の
呼
び
声

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
良
心
は
、
失
わ
れ
た
一
致
に
た
い
す
る
告
訴
と
し
て
、
自
分
自
身
を
喪
失
す
る
こ
と
に
た

い
す
る
警
告
と
し
て
、
生
じ
る
。
良
心
は
、
第
一
に
、
特
定
の
行
為
に
で
は
な
く
、
特
定
の
存
在
に
向
け
ら
れ
る
。
良
心
は
、
こ

の
自
分
自
身
と
の
一
致
に
お
い
て
あ
る
存
在
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
行
為
に
た
い
し
て
、
抗
議
す
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

276f.

）。

し
た
が
っ
て
良
心
は
、〈
人
間
実
存
の
呼
び
声
〉
で
あ
り
、
堕
罪
に
よ
っ
て
人
間
が
自
己
と
自
己
存
在
の
同
一
性
を
喪
失
し
て
以
来
、

自
己
の
統
一
を
呼
び
か
け
る
機
関
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
致
を
危
う
く
す
る
行
為
に
た
い
し

て
告
訴
す
る
、
い
わ
ば
〈
法
廷
〉
な
の
で
す
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
実
存
の
統
一
が
〈
ど
こ
〉
に
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。『
倫
理
』
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
良

心
の
形
式
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
に
、
実
存
の
統
一
を
〈
ア
ダ
ム
に
お
い
て
〉
求
め
る
〈
自
律
的
良
心
〉、
第
二
に
、〈
ヒ

ト
ラ
ー
に
お
い
て
〉
求
め
る
〈
他
律
的
良
心
〉、
そ
し
て
第
三
に
、〈
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
〉
実
存
の
統
一
を
求
め
る
も
の
で
、
い
わ
ば
他

律
と
自
律
の
区
別
を
超
え
た
〈
キ
リ
ス
ト
律
的
良
心
〉
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
実
存
の
中
心
を
ど
こ

に
求
め
る
か
に
よ
っ
て
、
当
然
な
が
ら
、〈
共
に
知
る
〉
と
い
う
〈
知
〉
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
分
類
の
順
に
沿
っ
て
、『
倫
理
』
に
お
け
る
良
心
論
を
法
規
範
と
の
関
連
に
お
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

第
三
節　

法
と
良
心 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
倫
理
』
に
お
け
る
良
心
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
抵
抗
運
動
へ
の
関
与
が
最
も
活
発
に

行
わ
れ
〈
二
重
生
活
〉
が
際
立
っ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
書
き
綴
ら
れ
た
良
心
論
に
は
、
彼
や
抵
抗
運
動
に

参
与
す
る
人
び
と
が
直
面
し
て
い
た
良
心
の
問
題
が
手
に
取
る
よ
う
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
法
規
範
を
破
り
、
罪
責

を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
良
心
は
よ
り
よ
い
自
己
と
の
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一
致
へ
と
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
罪
責
を
負
う
こ
と
に
た
い
し
て
抗
議
す
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
神
と
隣
人
を
愛

す
る
が
ゆ
え
に
罪
を
担
う
と
い
っ
た
場
合
に
、
法
規
範
に
原
則
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
自
由
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き

ま
す
。

一　
〈
ア
ダ
ム
に
お
い
て
〉
実
存
の
統
一
を
求
め
る
良
心
（
自
律
的
良
心
） 

そ
れ
で
は
、
良
心
の
呼
び
声
が
、
自
己
自
身
と
の
一
致
が
危
機
に
陥
る
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
と
す
れ
ば
、〈
自
然
的
人
間
〉
に
お
い
て

そ
の
一
致
の
内
容
と
い
う
の
は
、
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
し
て
〈
神
の
よ
う
に
〉
な
ろ
う
と
す
る
〈
ア
ダ
ム
に
お
け
る
〉
人
間

の
自
己
自
身
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
〈
独
在
〉
す
る
人
間
の
自
己
は
、
確
固
た
る
よ
り
ど
こ
ろ
を
何
も
持
た
な
い
た
め
、
善
に
つ

い
て
の
普
遍
的
法
則
へ
と
立
ち
戻
り
、
そ
れ
と
の
調
和
に
お
い
て
自
分
自
身
と
の
一
致
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
良
心
の
呼
び
声
の
根
源
と
目
標
は
自
己
自
身
の
〈
自
律
性
〉（Autonom

ie

）
に
あ
る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ

ま
す
。「

良
心
の
呼
び
声
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
律
性

―
そ
の
根
源
を
自
分
自
身
の
意
志
と
知
識
を
超
え
て
〈
ア
ダ

ム
に
お
い
て
〉
持
っ
て
い
る

―
が
、
そ
の
つ
ど
に
新
し
く
、
本
領
を
発
揮
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、

人
間
は
、
自
分
で
発
見
し
た
法
則
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
良
心
の
も
と
に
と
ど
ま
り
続
け
る
。
そ
の
法
則
は
、
具
体
的
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
か
た
ち
で
現
れ
う
る
が
、
自
分
自
身
を
失
お
う
と
も
、
犯
す
こ
と
が
で
き
な
い
法
則
な
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 277f.

）。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
良
心
倫
理
の
代
表
と
も
言
え
る
カ
ン
ト
の
興
味
深
い
具
体
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

こ
で
カ
ン
ト
は
、
も
し
私
の
家
の
な
か
に
押
し
入
っ
て
来
た
殺
人
者
が
、
彼
が
追
跡
し
て
い
る
私
の
友
人
が
私
の
家
に
逃
げ
込
ん
だ
か
ど

う
か
と
質
問
し
た
場
合
、
私
は
正
直
に
「
然
り
」
と
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
〈
奇
怪
な
〉
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

ま
す
（D

BW
 6, 280f.

）。

ち
な
み
に
、
こ
の
結
論
に
た
い
し
て
カ
ン
ト
は
、「
人
間
愛
か
ら
な
ら
嘘
を
つ
い
て
も
よ
い
と
い
う
誤
っ
た
権
利
に
関
し
て
」（
一
七
九

七
年
））26
（

と
題
す
る
小
論
文
の
な
か
で
嘘
を
つ
く
こ
と
の
原
則
的
禁
止
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
根
拠
づ
け
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
人
間
間
の

契
約
や
法
則
は
、
真
実
性
が
欠
け
て
い
る
な
ら
他
の
人
を
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
成
立
し
な
い
と
言
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
に

と
っ
て
真
実
義
務
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
た
い
し
て
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
対
人
関
係
に

お
い
て
妥
当
す
る
無
条
件
の
義
務
」）27
（

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
嘘
を
巡
る
議
論
に
関
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
か
ら
例
を
挙
げ
れ

ば
、
と
り
わ
け
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（Aurelius Augustinus 354-430

）
が
同
様
の
厳
格
な
真
実
義
務
の
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
嘘
を
つ
く
者
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
真
実
の
う
ち
に
生
き
よ
」
と
い
う
命
令
を
ゆ
が
め
て
い
る
か
ら
で
す）28
（

。
ま
た
、
そ

れ
は
他
の
人
を
意
図
的
に
欺
こ
う
と
試
み
る
た
め
、
意
志
疎
通
を
図
る
と
い
う
言
葉
が
持
つ
本
来
の
目
的
を
損
ね
て
し
ま
い
、
人
間
関
係

の
疎
通
を
不
可
能
に
し
、
共
同
体
を
破
壊
し
か
ね
な
い
か
ら
だ
と
言
い
ま
す）29
（

。

し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
先
述
の
〈
奇
怪
な
〉
結
論
と
な
っ
た
カ
ン
ト
の
例
の
場
合
、
自
己
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
良
心
が
、

真
に
責
任
を
負
う
行
動
を
妨
げ
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
と
考
え
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
は
、
嘘
を
つ
く
と
い
う
罪
、
つ
ま
り
真
実
を
述
べ
る

と
い
う
倫
理
の
原
則
に
反
す
る
行
い
を
避
け
る
試
み
は
、
自
己
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
良
心
か
ら
出
て
く
る
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
れ
と
同
様
の
問
題
意
識
は
、
一
九
四
二
年
一
二
月
に
書
か
れ
た
「
十
年
後
」
と
題
す
る
文
章
の
な
か
に
も
現
れ
ま
す
。

「
良
心

0

0

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
人
は
、
独
り
き
り
で
決
断
を
せ
ま
る
デ
ィ
レ
ン
マ
の
優
勢
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
選
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択
を
せ
ま
る
葛
藤
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
が

―
自
分
の
良
心
以
外
に
は
何
の
助
言
も
支
え
も
得
ら
れ
な
い
が
た
め
に

―
彼
を
引

き
裂
い
て
し
ま
う
。
悪
が
立
派
で
心
を
惑
わ
す
か
の
仮
装
を
無
数
に
ま
と
っ
て
彼
に
近
づ
き
、
そ
の
良
心
を
不
安
で
不
確
か
な
も
の

に
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
絶
望
す
る
こ
と
を
免
れ
よ
う
と
し
て
、
彼
は
心
に
疚
し
さ
の
な
い
良
心
を
持
つ
代
わ
り
に
、
結
局
は
自
分
自

身
の
良
心
を
欺
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
罪
を
免
れ
た
良
心
を
持
つ
こ
と
に
甘
ん
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
た
だ
自
分
の
良
心
の
み
を
頼
み

に
す
る
人
は
、
欺
か
れ
た
良
心
よ
り
も
心
に
疚
し
さ
の
あ
る
良
心
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
治
癒
力
を
備
え
、
ま
た
強
靭
で
あ
り
う
る
こ

と
を
、
け
っ
し
て
理
解
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」（D

BW
 8, 21f.

）。

こ
こ
で
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
な
の
は
、
自
律
的
良
心
に
お
け
る
〈
良
心
の
葛
藤
〉
に
つ
い
て
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
哲
学
史
の
よ
り
大

き
な
連
関
で
述
べ
る
な
ら
、〈
自
由
意
志
〉
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
自
由
意
志
と
は
、
大
橋
良
介
の

理
解
に
従
っ
て
述
べ
る
と
、
自
分
で
自
分
を
決
定
で
き
る
意
志
、
つ
ま
り
、
自
己
完
結
し
た
自
律
性
を
持
つ
〈
絶
対
的
な
〉
意
志
を
意
味

し
ま
す）30
（

。
さ
て
、
は
た
し
て
そ
う
し
た
意
志
が
有
限
な
人
間
に
お
い
て
成
立
し
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
人
間
の
意
志
も
結

局
の
と
こ
ろ
、
外
界
の
諸
要
因
に
動
か
さ
れ
る
他
律
的
な
器
官
に
過
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
人
間
が
自
分
で
自
分
を
決
定
す
る

よ
う
な
良
心
を
持
つ
か
ど
う
か
と
い
う
、
実
存
上
の
問
い
と
も
な
り
ま
す
。
実
は
こ
の
問
題
は
、
多
く
の
思
想
家
が
「
ビ
ュ
リ
ダ
ン
の
ロ

バ
」）31
（

と
い
う
た
と
え
を
用
い
て
論
じ
て
き
た
も
の
で
す
。
こ
こ
で
ロ
バ
は
、
二
つ
の
食
物
に
は
さ
ま
れ
選
択
に
迷
っ
て
飢
え
死
に
し
そ
う

な
人
間
を
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
す
。
よ
う
す
る
に
意
志
と
い
う
も
の
は
、
同
じ
状
況
の
も
と
で
等
距
離
に
あ
る
等
し
い
も
の
に
挟
ま
れ
た

場
合
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

も
し
そ
の
よ
う
に
自
由
意
志
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
言
う
よ
う
な
「
単
純
に
正
と
不
正
、
善
と
悪

と
の
間
で
は
な
く
、
正
義
と
正
義
、
不
正
と
不
正
と
の
間
で
決
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 6, 284

）
と
い
っ
た
〈
非
常
事
態
〉
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

（außerordentliche Situation

）（D
BW

 6, 272

）
に
お
い
て
、
も
は
や
自
律
的
良
心
は
、
座
礁
し
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

二　
〈
ヒ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
〉
実
存
の
統
一
を
求
め
る
良
心
（
他
律
的
良
心
）

（
一
）「
私
の
良
心
は
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
で
あ
る
」

人
間
実
存
の
統
一
が
、
も
は
や
そ
の
自
律
性
に
お
い
て
成
り
立
た
な
く
な
る
時
、
そ
の
統
一
点
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
、
と
ボ

ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
と
そ
の
法
則
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
統
一
点
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

信
仰
に
よ
る
な
ら
ば
、
神
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
統
一
点
の
変
化
は
、
形
式
的
に
そ
の
ま
っ
た

き
類
比
を
世
俗
の
領
域
に
持
つ
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
同
じ
く
『
倫
理
』
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
も
し
Ｎ
・
Ｓ
〔
ナ
チ
ス
〕
が
、『
私
の
良
心
は
Ａ
・
Ｈ
〔
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
〕
で
あ
る
』
と
い
う
時
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、

自
己
の
統
一
を
、
自
分
自
身
を
超
え
て
基
礎
づ
け
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
無
条
件
的
な
他
律
の
た
め
に
自
律
が

犠
牲
と
な
る
結
果
を
招
き
、
他
方
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
私
が
自
ら
の
生
の
統
一
を
そ
こ
に
お
い
て
求
め
る
他
の
人
間
が
、
私
の
救
い

主
の
役
割
を
演
じ
る
時
に
の
み
、
可
能
な
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 278

）。

ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
『
倫
理
』
の
別
の
箇
所
（「
遺
産
と
没
落
」
と
い
う
表
題
の
断
片
）
で
、
異
教
徒
に
お
い
て
は
、
人
間
の
か

た
ち
に
お
い
て
神
々
が
崇
め
ら
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、〈
西
欧
的
無
神
性
〉
に
お
い
て
は
、
神
の
か
た
ち
に
お
い
て
、
し
か
も
ま
さ

に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
か
た
ち
に
お
い
て
、
人
間
が
崇
め
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
（D

BW
 6, 113f.

）。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
・
キ
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リ
ス
ト
が
抜
け
落
ち
た
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
の
か
た
ち
に
お
い
て
神
格
化
し
た
人
間
が
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
擬
似
宗
教

性
へ
の
傾
斜
を
意
味
し
ま
す
。

こ
う
し
た
事
態
は
、
ス
イ
ス
の
医
師
で
文
化
哲
学
者
の
マ
ッ
ク
ス
・
ピ
カ
ー
ト
（M

ax Picard, 1888-1965

）
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
著
『
わ
れ
わ
れ
自
身
の
な
か
の
ヒ
ト
ラ
ー
』（H

itler in uns selbst, 1946

）
の
な
か
で
は
、〈
内
的
連
関
性
な
き
分
裂

し
た
人
間
〉
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
ド
イ
ツ
人
の
内
面
は
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
ク
ラ
ゲ
の
よ
う
な
混
乱
に
呈
し
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
中
心
点
を
、
何
ら
か
の
中
心

点
を
探
し
求
め
る
。
そ
し
て
探
し
あ
て
た
の
は
、
最
悪
の
中
心
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
最
も
悪
し
き
中
心
点
を
、
ひ
と
つ
の
善
き
中
心
点
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
」）

32
（

。

ピ
カ
ー
ト
に
と
っ
て
、
人
間
の
真
の
中
心
点
の
獲
得
は
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
も
の
で
し
た）33
（

。
そ
れ
ゆ

え
に
、
も
は
や
統
一
点
を
持
た
ず
、
曖
昧
模
糊
た
る
錯
乱
状
態
の
な
か
で
独
裁
者
の
命
令
に
中
心
点
を
探
し
求
め
た
ド
イ
ツ
の
人
び
と

に
、
い
ま
や
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ
イ
ツ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
へ
と
中
心
点
を
移
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
は
強
く
呼
び
か
け
た
の
で
し

た
。こ

の
〈
ヒ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
実
存
の
中
心
を
求
め
る
他
律
的
良
心
〉
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
以
上
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に

よ
る
言
及
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
彼
の
良
心
論
を
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
時
代
状
況
と
の
関
連
を
補
足
し
て

考
察
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

152

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

152 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:40

 



第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

〈
救
世
主
〉
ヒ
ト
ラ
ー 

な
ぜ
ひ
と
り
の
人
間
が
、
自
ら
の
実
存
の
中
心
を
譲
り
渡
す
ほ
ど
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
〈
救
世
主
〉
と
し
て
信
じ
た
の
か
と
言
え
ば
、
ま

ず
、
彼
の
〈
奇
跡
的
な
〉
業
績
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
と
り
わ
け
彼
の
一
二
年
に
渡
る
支
配
の
最
初
の
六

年
間
、
ま
さ
に
奇
跡
と
呼
び
う
る
は
た
ら
き
を
し
て
見
せ
ま
し
た
。
一
九
三
三
年
に
彼
が
帝
国
首
相
に
な
っ
た
時
、
ド
イ
ツ
に
は
六
〇
〇

万
人
も
の
失
業
者
が
あ
ふ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
わ
ず
か
三
年
後
に
は
、
ほ
ぼ
完
全
雇
用
が
実
現
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ウ
ト
バ
ー

ン
の
建
設
、
一
九
三
六
年
八
月
の
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
な
ど
、
ド
イ
ツ
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
か
の
ご
と
く
活
気
を
と
り
戻

し
、
ふ
た
た
び
経
済
的
に
も
軍
事
的
に
も
大
国
に
の
し
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
著
述
家
の
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ハ
フ
ナ
ー
（Sebastian H

a�ner, 1907-1999

）
に
よ
る
と）34
（

、
一
九

三
〇
年
代
中
・
後
期
に
は
、
以
前
か
ら
反
ヒ
ト
ラ
ー
だ
っ
た
人
び
と
や
、
教
養
市
民
、
さ
ら
に
は
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
マ
ル
ク
ス
主

義
者
で
さ
え
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
輝
か
し
い
業
績
を
目
の
当
た
り
に
し
て
自
分
が
学
び
信
じ
て
き
た
こ
と
の
確
信
が
揺
る
が
さ
れ
、
自
分
の
尺

度
が
間
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
自
問
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
こ
う
し
て
転
向
し
た
人
び
と
の
ほ
と
ん
ど
が
、
ナ
チ

ス
に
は
な
ら
な
く
と
も
、
ヒ
ト
ラ
ー
信
奉
者
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頂
点
に
お
い
て
は
、
全
ド
イ
ツ
人
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
総
統

信
奉
者
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す）35
（

。

さ
ら
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
奇
跡
的
な
業
績
に
加
え
て
、〈
世
俗
宗
教
と
し
て
の
ナ
チ
ズ
ム
〉）36
（

の
〈
擬
似
宗
教
性
〉
が
持
つ
魔
力
が
あ
い

ま
っ
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
神
話
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
擬
似
宗
教
性
を
た
っ
ぷ
り
と
含
み
こ
ん
だ
〈
ハ
ー
ケ
ン

ク
ロ
イ
ツ
〉
と
い
う
強
力
な
シ
ン
ボ
ル
や
、〈
第
三
帝
国
〉
と
い
う
象
徴
的
表
現
が
採
用
さ
れ
、
宗
教
的
祭
祀
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
言
う
ま
で
も
な
く
、
巧
み
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
効
果
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
使
用
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
強
力
に
貢
献
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
い
く
つ
か
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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英
国
の
歴
史
家
イ
ア
ン
・
カ
ー
シ
ョ
ー
（Ian Kershaw

 1943-

）
は
そ
の
著
『
ヒ
ト
ラ
ー
神
話
』（�

e 

“Hitler m
yth

”, 1987

）
の
な

か
で
、〈
恥
辱
の
講
和
〉
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
無
視
し
て
新
し
い
ド
イ
ツ
〈
国
防
軍
〉
が
誕
生
し
た
一
九
三
五
年
に
お
け
る
民
衆
の
熱

狂
ぶ
り
を
描
写
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
年
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
誕
生
日
に
は
、
宣
伝
相
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
（Joseph Paul G

oebbels 1897-1945

）

が
、
祈
祷
に
も
似
た
言
葉
で
祝
辞
を
結
ん
で
い
ま
す
。

「
こ
の
す
べ
て
の
民
衆
は
、
尊
敬
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
深
い
、
心
か
ら
の
愛
情
に
よ
っ
て
彼
〔
ヒ
ト
ラ
ー
〕
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
彼
の
も
の
だ
、
肉
体
は
彼
の
肉
体
か
ら
な
り
、
精
神
は
彼
の
精
神
か
ら

な
る
、
と
。（･･････
）
彼
は
民
衆
か
ら
出
て
、
民
衆
の
な
か
に
と
ど
ま
り
続
け
た
（･･････

）
幼
子
た
ち
は
信
頼
し
き
っ
て
彼
に

近
づ
く
。
彼
が
友
で
あ
り
保
護
者
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
民
衆
は
、
彼
を
愛
す
る
。
母
親
の
腕

に
抱
か
れ
る
幼
子
の
よ
う
に
、
彼
の
手
の
な
か
で
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。（･･････

）
わ
れ
ら
の
ヒ
ト
ラ
ー
！
」）

37
（

。

こ
こ
で
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
、
英
雄
的
な
ヒ
ト
ラ
ー
像
を
補
完
し
て
、〈
人
間
味
に
あ
ふ
れ
た
〉
イ
メ
ー
ジ
を
創
作
す
る
こ
と
を
心
が
け
、

国
民
が
彼
を
父
の
よ
う
に
慕
い
愛
す
る
よ
う
、
そ
の
人
間
像
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
自
身
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
魔
力
に

と
り
つ
か
れ
て
い
た
と
い
う
個
人
の
動
機
は
ど
う
あ
れ
、
カ
ー
シ
ョ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
国
民
同
胞
の

ひ
と
り
ひ
と
り
の
た
め
に
、
汲
み
つ
く
し
え
ぬ
人
間
的
な
あ
た
た
か
さ
と
、
家
族
的
な
保
護
を
用
意
し
て
い
る
と
い
う
伝
説
を
作
り
上

げ
、
さ
ま
ざ
ま
な
擬
似
宗
教
的
な
救
済
と
献
身
と
の
欲
求
に
ね
ら
い
を
定
め
た
の
で
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
政
治
上
の
偉
大
な
人
物
を
賛
美

す
る
と
い
う
性
向
と
共
に
、〈
総
統
崇
拝
〉
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
そ
れ
に
情
緒
的
な
被
暗
示
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
言
い
ま
す）38
（

。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

さ
ら
に
、
巧
み
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
宗
教
的
祭
祀
の
例
を
あ
げ
る
と
、〈
第
三
帝
国
映
画
界
の
女
王
〉
レ
ー
ニ
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ

タ
ー
ル
（Leni Riefenstahl 1902-2003

）
が
一
九
三
四
年
九
月
五
日
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
党
大
会
を
描
写
し
た
映
画
『
意
志
の
勝
利
』

（Trium
ph des W

illens, 1935

）
の
な
か
で
、
屋
外
で
の
大
集
会
で
ヒ
ト
ラ
ー
が
演
説
を
行
う
箇
所
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
神
格
化
し
た
シ
ー

ン
と
し
て
、
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
集
会
は
、
一
八
万
五
〇
〇
〇
人
の
ナ
チ
党
員
と
二
〇
万
人
を
超
す
観
衆
、
そ
し
て
二

万
一
千
本
の
党
旗
が
使
用
さ
れ
た
一
大
行
事
で
し
た）39
（

。
ヒ
ト
ラ
ー
が
演
説
を
行
っ
た
演
壇
は
、
観
衆
や
側
近
た
ち
か
ら
も
離
れ
て
ひ
と

き
わ
高
く
建
て
ら
れ
て
お
り
、
彼
に
強
大
な
力
と
個
性
を
賦
与
し
、
大
衆
に
崇
拝
さ
れ
る
指
導
者
と
し
て
の
印
象
を
強
く
与
え
て
い
ま

す
。
こ
の
場
面
の
撮
影
は
夕
暮
れ
時
に
行
わ
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
だ
け
が
く
っ
き
り
と
大
写
し
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
顔
は
み
な
、
誰
と
も
見
分

け
が
つ
き
ま
せ
ん
。
彼
は
さ
な
が
ら
〈
神
〉
の
よ
う
に
見
え
、
そ
の
は
る
か
下
方
に
は
、
人
び
と
が
息
を
殺
し
て
彼
の
言
葉
を
待
ち
受
け

て
い
ま
す
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
演
説
の
最
後
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
の
運
動
は
健
全
な
土
台
の
上
に
う
ち
建
て
ら
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
息
を
引
き
取
る
瞬
間
ま
で
、
こ
の
運
動
に
全
力

を
投
入
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。（･･････

）
こ
う
し
た
事
す
べ
て
は
、
偉
大
な
る
命
令
に
導
か
れ
な
け
れ
ば
、
無
意
味
な
も
の
と
な

ろ
う
。
こ
の
命
令
は
、
創
造
主
、
神
の
手
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
晩
こ
こ
で
誓
い
を
立
て

よ
う
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
、
ド
イ
ツ
の
こ
と
の
み
、
祖
国
の
こ
と
の
み
、
こ
の
体
制
の
こ
と
の
み
、

わ
が
ド
イ
ツ
人
民
の
こ
と
の
み
を
考
え
る
、
と
。
わ
が
ド
イ
ツ
国
家
の
た
め
に

―
ジ
ー
ク
・
ハ
イ
ル
！　

ジ
ー
ク
・
ハ
イ
ル
！　

ジ
ー
ク
・
ハ
イ
ル
！
」）

40
（

そ
し
て
一
年
後
の
一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
、
同
じ
く
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
ナ
チ
党
大
会
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
差
別
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化
し
た
「
ド
イ
ツ
人
の
血
と
名
誉
を
守
る
法
」
と
「
帝
国
市
民
法
」
が
発
布
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
後
に
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
」
と
し
て
、

全
世
界
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
人
種
的
な
意
味
で
の
ド
イ
ツ
市
民
だ
け
が
公
民
権
あ
る
い
は
政
治

的
な
権
利
を
享
受
で
き
、
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
公
民
権
は
剥
奪
さ
れ
た
の
で
し
た
。
さ
ら
に
は
、
ド
イ
ツ
人
の
純
潔
を
守
る
た
め
に
、

〈
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
同
系
統
の
血
筋
を
持
つ
市
民
〉
と
の
結
婚
が
禁
止
さ
れ
、〈
ア
ー
リ
ア
人
〉
と
の
性
的
関
係
も
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を
も
っ
て
史
上
は
じ
め
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
宗
教
や
〈
金
貸
し
〉
と
い
う
職
業
の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
生
物
学
的
な
人
種
的
特
質
に
よ
っ

て
、
迫
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、「
祖
国
の
こ
と
の
み
、
わ
が
ド
イ
ツ
人
民
の
こ
と
の
み
を
考
え
る
」
と
い

う
一
年
前
に
立
て
た
誓
い
ど
お
り
、
彼
の
〈
創
造
主
た
る
神
〉
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
と
い
う
命
令
に
従
っ
た
の
で
す
。

（
二
）
ヒ
ト
ラ
ー
の
立
脚
点

ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う
人
物
は
、
良
心
の
疚
し
さ
や
呵
責
と
い
っ
た
も
の
と
、
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
人
も
少
な
く
な
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
自
ら
の
正
義
を
確
信
し
、
決
然
と
し
、
迷
い
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
は
、〈
ヒ
ト
ラ
ー
と

共
に
知
る
良
心
〉
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
彼
の
〈
立
脚
点
〉
と
な
り
う
る
も
の
を
考
え
れ
ば
、
お

そ
ら
く
ひ
と
つ
に
は
、〈
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
〉
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
俗
流
化
さ
れ
た
〈
自
然
法
則
〉
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ヒ
ト
ラ
ー
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
世
界
平
和
は
、
支
配
民
族
た
る
ド
イ
ツ
民
族
に
よ
る
他
民
族
の
征
服
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
す
る
も

の
で
し
た
。
彼
は
、
そ
の
世
界
征
服
の
政
治
的
理
念
を
軸
と
し
た
思
想
体
系
を
、
徹
底
し
て
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
援
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
作
り
上
げ
て
い
ま
す）41
（

。
周
知
の
よ
う
に
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
は
、
自
然
選
択
が
生
物
進
化
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
す

る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
進
化
論
に
お
け
る
発
想
を
、
人
間
社
会
の
歴
史
的
進
化
と
発
展
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

す
。
こ
こ
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
歴
史
的
発
展
法
則
を
見
出
し
、
自
分
の
出
現
に
よ
っ
て
歴
史
の
経
過
に
新
し
い
方
向
を
与
え
る
と
い
う
確
信
を

も
っ
て
、
歴
史
的
使
命
感
を
燃
え
立
た
せ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
優
勝
劣
敗
・
弱
肉
強
食
と
い
っ
た
社
会
の
競
争
原
理
の
容
認

や
、
優
生
思
想
を
生
み
出
す
根
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
す
。

ヒ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、
そ
れ
自
体
、
民
族
の
生
存
闘
争
の
過
程
を
表
す
も
の
で
す
。
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、〈
生
存
圏
〉

（Lebensraum
）
の
広
さ
に
は
限
り
が
あ
る
た
め
、
生
き
残
り
を
か
け
て
必
然
的
に
生
存
闘
争
が
生
じ
る
が
、
し
か
し
こ
の
闘
争
に
こ

そ
、
発
展
を
と
げ
る
た
め
の
不
可
欠
な
前
提
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
言
い
ま
す）42
（

 

。
つ
ま
り
は
、
こ
の
絶
え
ざ
る
闘
争
に
よ
る
〈
人
種
選
択
〉

（Rassenauslese

）
は
、「
生
命
を
い
っ
そ
う
高
度
な
も
の
に
改
良
さ
せ
よ
う
と
す
る
自
然
の
意
志
」）43
（

の
現
れ
で
あ
り
、
生
存
闘
争
を
勝
ち

残
っ
た
よ
り
強
く
優
秀
な
民
族
が
他
の
民
族
を
支
配
す
る
こ
と
は
、
厳
然
た
る
〈
自
然
法
則
〉
だ
と
言
う
の
で
す
。

し
か
し
、
戦
争
に
よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
た
勝
者
が
世
界
支
配
者
と
し
て
の
資
格
を
主
張
で
き
る
と
い
う
の
で
は
、
説
明
が
つ
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
科
学
・
芸
術
・
技
術
・
発
明
な
ど
、
今
日
こ
の
地
上
で
賛
美
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
、
元
来
〈
唯
一
の
〉
人
種
の

独
創
的
な
産
物
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す）44
（

 
。

「
そ
れ
〔
ア
ー
リ
ア
人
種
〕）45
（

の
み
が
、
総
じ
て
よ
り
高
度
な
人
性
（M

enschentum

）
の
創
立
者
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
わ

れ
わ
れ
が
〈
人
間
〉
と
い
う
言
葉
で
理
解
し
て
い
る
も
の
の
原
型
を
具
現
し
た
と
い
う
、
根
拠
が
無
く
は
な
い
帰
納
的
推
理
を
ゆ
る

す
の
で
あ
る
」）

46
（

。

ま
た
ヒ
ト
ラ
ー
は
、「
彼
〔
人
間
〕
は
自
然
を
支
配
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
個
々
の
自
然
法
則
や
秘
密
に
関
す
る
知
識
に
基
づ
い

て
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
知
識
を
欠
い
て
い
る
他
の
生
物
の
主
人
へ
と
の
し
上
が
っ
た
に
過
ぎ
な
い
」）47
（

と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
自
然
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法
則
に
従
う
人
類
の
進
化
の
た
め
に
、
民
族
の
純
血
が
守
ら
れ
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
し
ま
す
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
は
、
よ

り
高
等
な
人
種
が
よ
り
劣
等
な
人
種
と
混
ざ
り
合
う
こ
と
を
望
み
ま
せ
ん）48
（

 

。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
数
十
万
年
に

渡
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
よ
り
高
度
な
も
の
に
改
良
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
仕
事
全
体
が
、
無
に
帰
す
る
か
ら
で
す
。
人
種
の
交
配
が
招
く

の
は
、
よ
り
高
等
な
人
種

―
む
ろ
ん
ヒ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
最
高
位
は
ア
ー
リ
ア
人
種
を
意
味
し
ま
す

―
の
水
準
の
低
下
と
、
肉
体

的
・
精
神
的
な
退
行
と
、
た
と
え
ゆ
っ
く
り
で
も
確
実
に
進
行
す
る
病
衰
の
始
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
永
遠
の
造
物
主
の
意
志
に
叛
い

て
罪
を
犯
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
言
い
ま
す）49
（

 

。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
〈
神
の
意
志
〉
に
た
い
す
る
叛
逆
で
あ
り
、「
血
と
人
種
に

0

0

0

0

0

反
す
る
罪

0

0

0

0

は
、
こ
の
世
に
お
け
る
原
罪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
の
罪
に
没
す
る
人
間
た
ち
の
終
焉
」（
傍
点
筆
者
））

50
（

 

だ
と
断
じ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
空
間
的
領
土
と
し
て
の
国
家
を
持
た
な
い
〈
国
際
的
世
界
ユ
ダ
ヤ
人
〉（das internationale W

eltjudentum

）
は
、
無

秩
序
に
他
民
族
と
交
配
し
て
、
最
高
民
族
の
人
種
水
準
を
低
下
さ
せ
、
そ
の
個
別
文
化
を
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
ヒ
ト
ラ
ー
は
言

い
ま
す）51
（

。
つ
ま
り
、〈
脱
国
民
化
〉
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
最
終
的
に
自
ら
が
そ
の
地
位
に
と
っ
て
代
わ
り
、

諸
民
族
を
自
分
た
ち
の
奴
隷
と
化
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
言
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
神
の
秩
序
た
る
〈
自
然
法
則
〉
に
た
い
す
る
罪
深
い
反
逆
者
で
あ
り
、

悪
に
ほ
か
な
ら
ず
、
絶
滅
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
欧
州
に
二
千
年
の
昔
か
ら
根
深
く
は
び
こ
っ
て
き
た

も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
近
代
に
お
い
て
は
、
す
で
に
宗
教
的
に
は
改
宗
し
て
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
同
化
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
も
多
く
存

在
し
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
区
別
し
に
く
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
、
生
物
学
的
根
拠
を
持
ち
出
す
〈
近
代
的
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
〉
で
し
た
。
こ
う
し
て
優
秀
な
ア
ー
リ
ア
人
種
に
た
い
す
る
劣
悪
な
非
ア
ー
リ
ア
人
種
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
構
図
が
し
つ

ら
え
ら
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ふ
た
た
び
迫
害
の
苦
難
に
遭
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
近
代
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
行
き
つ
く
先
に
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

一
九
三
三
年
か
ら
三
九
年
に
か
け
て
制
定
さ
れ
た
国
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
排
斥
す
る
た
め
の
法
律
は
四
百
に
の
ぼ
り
、
一
九
四
五
年
ま
で
の

第
三
帝
国
期
全
体
で
は
二
千
に
も
及
ん
だ
と
言
い
ま
す）52
（

。
一
九
三
八
年
一
一
月
九
―
一
〇
日
に
か
け
て
起
こ
っ
た
恐
怖
に
満
ち
た
〈
水

晶
の
夜
〉（
ク
リ
ス
タ
ル
ナ
ハ
ト
）
に
は
、
ド
イ
ツ
全
国
で
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
焼
き
討
ち
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
商
店
の
破
壊
が
決
行
さ
れ
、
三
万

人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
強
制
収
容
所
送
り
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
四
一
年
に
は
、〈
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
解
決
〉
の
準
備
が
指
示
さ

れ
、
絶
滅
収
容
所
の
建
設
が
始
ま
り
、
翌
年
の
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー
会
議
に
お
い
て
、
つ
い
に
〈
最
終
解
決
〉
が
正
式
に
宣
言
（
一
月
二
〇
日
）

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
す
。

第
三
帝
国
時
代
は
、
す
で
に
世
俗
化
が
大
衆
レ
ベ
ル
に
ま
で
行
き
渡
っ
た
時
代
で
あ
り
、
科
学
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
、
ま
た
〈
代
替

宗
教
〉
と
も
な
り
え
ま
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
力
強
い
〈
救
済
者
〉
の
姿
を
見
る
も
の
は
、
彼
の
歴
史
観
に
基
づ
く
終
末
論
的
な
千
年
王
国

の
完
成
に
希
望
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
歴
史
観
は
、
俗
流
化
さ
れ
た
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
援
用
し
て

構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
束
ね
て
い
る
歴
史
的
発
展
法
則
た
る
自
然
法
則
を
基
準
と
す
る
善
悪
二
元
論
と
い
う
も
の
が
、
ヒ
ト

ラ
ー
の
ひ
と
つ
の
立
脚
点
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
当
時
の

法
律
に
も
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
信
奉
者
に
と
っ
て
の
善
悪
の
判
断
基
準
と
も
、
良
心
と
も
、
な
り
え
た
の
で
す
。

（
三
）
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
場
合

〈
ヒ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
〉
実
存
の
統
一
を
求
め
る
他
律
的
良
心
の
一
例
と
し
て
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
（K

arl A
dolf 

Eichm
ann 1906-1962

）
を
あ
げ
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
名
前
は
、
い
わ
ゆ

る
「
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
」
に
焦
点
を
あ
て
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

―
自
覚
な
き
殺
戮
者

―
』（U

N
 

SPÉCIA
LISTE, 1999

））53
（

が
上
映
さ
れ
て
以
来
、
広
く
一
般
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
記
録
映
像
は
、
お
よ
そ
冷
血
な
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殺
人
鬼
と
い
っ
た
風
貌
と
は
遠
い
、
ご
く
平
凡
に
日
々
を
送
っ
て
い
る
人
間
が
、
深
く
自
覚
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
悪
に
荷
担
す
る
危

険
性
、
つ
ま
り
〈
悪
の
凡
庸
性
〉
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
し
た
。

ヒ
ト
ラ
ー
時
代
に
虐
殺
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
数
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
約
四
五
〇
万
か
ら
六
〇
〇
万
人
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
殺
戮
を
短
期
間
で
最
も
効
率
よ
く
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
人
物
の
ひ
と
り
、
そ
れ
が
Ｓ
Ｓ
（
ナ
チ
の
親
衛
隊
）

幹
部
ア
イ
ヒ
マ
ン
中
佐
で
す
。
彼
は
一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
〈
人
種
的
な
理
由
に
よ
る
国
外
追
放
者
〉
を

ナ
チ
ス
の
強
制
収
容
所
に
移
送
す
る
責
任
者
で
し
た
。
終
戦
後
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
を
逃
れ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
隠
れ
住
ん
で
い
ま

し
た
が
、
一
九
六
〇
年
五
月
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
秘
密
機
関
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
、
翌
年
四
月
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
地
方
裁
判
所
で
公
判
に

附
さ
れ
、
そ
の
年
末
に
絞
首
刑
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
一
五
の
訴
因
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、〈
他
の
人
び
と
と
共
に
〉
ナ
チ
政
権
の
全
期
間
に
渡
っ

て
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
に
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
た
い
す
る
罪
を
、
人
間
存
在
に
た
い
す
る
罪
と
戦
争
犯
罪
を
、
犯
し
た
と
い

う
内
容
で
し
た）54
（

。
彼
は
『
一
九
五
〇
年
ナ
チ
ス
お
よ
び
ナ
チ
ス
協
力
者
（
処
罰
）
法
』
に
よ
っ
て
裁
か
れ
ま
し
た
が
、
同
法
は
、「
以
下

の
（･･････

）
大
罪
の
ひ
と
つ
を
犯
し
た
も
の
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
ア
イ
ヒ
マ
ン
自
身
は
、
個
人
的
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
憎
し
み
を
抱
い
た
こ
と
も
殺
害
し
た
こ
と
も
な
く
、
自
分
の
行
っ
た
こ
と

は
す
べ
て
、
法
を
守
る
市
民
と
し
て
行
っ
た
と
確
信
し
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
自
分
の
〈
義
務
〉
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
た
だ

〈
命
令
〉
に
だ
け
で
は
な
く
、〈
法
律
〉
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
く
り
返
し
主
張
し
ま
し
た）55
（

。
そ
し
て
第
三
帝
国
に
お
い
て
は
、「
総

統
の
言
葉
は
法
律
の
力
を
持
っ
て
い
た
」
と
い
う
説
明
を
、
何
度
と
な
く
試
み
ま
し
た）56
（

。
確
か
に
当
時
は
、
総
統
の
〈
言
葉
〉、
つ
ま
り

そ
の
口
頭
に
よ
る
意
志
表
示
は
、
国
家
の
基
本
的
な
法
で
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
異
様
な
事
態
に
あ
り
ま
し
た）57
（

。
こ
う
し
た
〈
法
律
的
〉

枠
組
み
に
お
い
て
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
述
べ
た
言
葉
と
形
式
、
あ
る
い
は
精
神
に
お
い
て
背
馳
す
る
命
令
は
、
非
合
法
と
な
り
ま
し
た
。
だ
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

と
す
れ
ば
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
当
時
の
ド
イ
ツ
の
〈
法
の
前
〉
で
は
、
紛
れ
も
な
く
無
罪
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
、
ア

イ
ヒ
マ
ン
個
人
の
〈
自
発
的
〉
な
意
志
に
よ
る
犯
意
を
実
証
的
に
証
明
す
る
こ
と
に
、
主
張
を
費
や
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ア

イ
ヒ
マ
ン
の
弁
護
士
ロ
ベ
ル
ト
・
セ
ル
ヴ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
（Robert Servatius 1895-1988

）
博
士
は
、
そ
れ
を
組
織
悪
な
い
し
国
家
悪
に

拡
大
し
、
解
消
す
る
こ
と
に
、
主
張
を
費
や
し
た
の
で
す
。

一
九
六
一
年
七
月
二
〇
日
第
一
〇
五
公
判
に
お
い
て
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
は
か
ら
ず
も
熱
心
な
カ
ン
ト
哲
学
の
信
奉
者
で
あ
る
こ
と
を
表

明
し
ま
し
た）58
（

。
自
分
は
こ
れ
ま
で
の
全
生
涯
を
カ
ン
ト
の
道
徳
の
格
律
、
と
く
に
そ
の
義
務
の
定
義
に
則
っ
て
生
き
て
き
た
こ
と
を
力

説
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
主
張
は
、
幾
つ
か
の
点
で
不
可
解
な
も
の
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
と
い
う
の
は
、
ア

イ
ヒ
マ
ン
自
ら
が
そ
う
表
現
し
た
、
無
条
件
的
な
〈
死
人
の
よ
う
な
従
順
〉（K

adavergehorsam

）
を
退
け
る
〈
人
間
の
判
断
力
〉
と

い
う
も
の
と
密
接
に
結
び
つ
く
も
の
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
場
の
誰
も
が
驚
い
た
こ
と
に
、
自
分
が
カ
ン
ト
に
つ
い
て
述

べ
た
こ
と
は
、「
私
の
意
志
の
格
律
は
つ
ね
に
普
遍
的
な
法
の
格
律
と
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ

と
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
お
よ
そ
正
し
い
定
義
を
し
て
み
せ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
は
、
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』（Kritik der 

praktischen Vernun�, 1788

）
を
読
ん
だ
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

し
か
し
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、〈
最
終
解
決
〉
の
実
施
を
命
じ
ら
れ
た
時
か
ら
、
カ
ン
ト
の
原
則
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
断
念
し
た
と
言

い
ま
す
。
も
は
や
自
分
は
、「
み
ず
か
ら
の
行
為
の
主
人
」
で
は
な
く
、「
何
か
を
変
え
る
」
こ
と
な
ど
自
分
に
は
で
き
な
い
、
と
自
ら
を

慰
め
て
い
た
と
言
う
の
で
す
。
彼
の
考
え
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
が
定
言
命
法
の
原
則
を
確
立
し
て
以
来
、
何
ぴ
と
も
、
あ
の
当
時
に
国
家

元
首
か
ら
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
破
壊
的
な
命
令
を
想
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
ま
っ
た
く
例
の
な
い
、
新
し
い
も
の
で
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
の
方
式
は
、
も
は
や
適
用
し
え
な
い
と
し
て
、
退
け
た
と
言
う
の
で
す
。
し
か
し
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、
カ
ン

ト
哲
学
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
と
い
う
の
は
、
時
代
や
場
所
に
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よ
っ
て
適
用
さ
れ
た
り
破
棄
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

こ
れ
に
関
し
て
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（H

annah A
rendt 1906-1975

）
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
カ
ン
ト
の
命
法
を
、「
汝
の
行
動

が
立
法
者
の
、
も
し
く
は
国
法
の
原
則
と
同
一
で
あ
る
か
の
ご
と
く
行
動
せ
よ
」
と
読
み
曲
げ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ま
し
た）59
（

。
あ
る
い

は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
も
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
ク
（H
ans Frank 1900-1946

））60
（

の
〈
第
三
帝
国
の
定
言
命
法
〉
が
命
じ

る
よ
う
に
、「
総
統
が
汝
の
行
動
を
知
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
動
を
是
認
す
る
よ
う
に
行
動
せ
よ
」）

61
（

と
、
独
特
の
解
釈
に
転
じ
て

し
ま
っ
た
と
言
い
ま
す）62
（

。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
そ
の
〈
実

践
理
性
〉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
の
原
則
と
な
り
う
る
原
則
、
法
の
原
則
と
な
る
べ
く
原
則
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
自
ら
が
一
個

の
立
法
者
と
な
る
の
で
す
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
よ
る
無
意
識
の
歪
曲
は
、
彼
自
身
が
〈
庶
民
の
自
家
用
定
言
命
法
〉
と
呼

ん
で
い
た
も
の
と
一
致
し
て
い
ま
す）63
（

。
こ
の
〈
自
家
用
〉
の
カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
、
な
お
も
カ
ン
ト
の
精
神
が
残
さ
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
人
間
は
、
た
だ
文
字
ど
お
り
に
法
に
従
う
の
み
な
ら
ず
、
た
ん
な
る
服
従
の
義
務
を
超
え
て
、
自
分
の
意
志
を
法
の
背
後
に
あ
る
原

則

―
法
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
来
る
源
泉

―
と
同
一
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
要
求
で
す
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

「
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
こ
の
源
泉
は
、
実
践
理
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
そ
こ
か
ら
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
作
っ
た
自
家

用
定
言
命
法
に
お
い
て
そ
れ
は
、
総
統
の
意
志
と
同
一
で
あ
っ
た
」）

64
（

 

。

し
た
が
っ
て
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
前
代
未
聞
の
自
体
に
直
面
し
て
、
自
律
的
良
心
は
座
礁
し
、「
私
の
良
心
は
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
で

あ
る
」
と
い
う
他
律
に
席
を
明
け
渡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。
い
ま
や
彼
の
良
心
の
主
体
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
な
り
、
彼
の
意
志
を
、
法
の
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

背
後
に
あ
る
総
統
の
意
志
と
同
一
化
す
る
こ
と
を
、
要
求
す
る
の
で
す
。　

ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
後
の
年
に
、
最
後
の
〈
良
心
の
危
機
〉
に
遭
遇
し
ま
し
た）65
（

。
敗
戦
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
彼

と
同
じ
階
級
の
同
僚
た
ち
は
、
い
よ
い
よ
執
拗
に
〈
例
外
〉
を
求
め
ま
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
、〈
最
終
解
決
〉
の
中
止
を
求
め
て
動

き
だ
し
た
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
時
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
日
ご
ろ
の
慎
重
さ
を
忘
れ
て
独
断
的
に
こ
と
を
運
び
始
め
、〈
最
終
解
決
〉
を

遂
行
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
の
で
す
。
例
え
ば
連
合
軍
の
爆
撃
に
よ
っ
て
輸
送
体
系
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
に
は
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト

か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
境
へ
と
ユ
ダ
ヤ
人
を
徒
歩
で
移
動
さ
せ
ま
す
。
一
九
四
四
年
の
秋
に
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヒ
ム
ラ
ー
（H

einrich 

H
im

m
ler 1900-1945

）
が
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
殺
戮
施
設
の
撤
去
を
命
じ
た
こ
と
を
知
り
、
彼
と
会
見
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ヒ
ム

ラ
ー
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
こ
そ
〈
一
番
の
確
実
な
資
本
〉
だ
と
考
え
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
待
遇
を
良
く
す
る
よ
う
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
命
令
を
与
え

て
い
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
に
た
い
し
て
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
誰
も
が
〈
温
和
〉
に
な
っ
て
い
た
一
九
四
五
年
四
月
に
お
い
て
す
ら
、
ス
イ
ス
赤
十
字
社
の
Ｍ
・

ポ
ー
ル
・
デ
ュ
ナ
ン
（M

. Paul D
unand

）
が
テ
レ
ー
ジ
エ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
を
視
察
し
た
時
に
、
自
分
は
ヒ
ム
ラ
ー
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
関

す
る
方
針
に
賛
成
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
ま
す）66
（

。
し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
〈
最
終
解
決
〉
を
真
に
最

終
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
時
も
尽
力
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
疑
い
の
余
地
が
な
い
も
の
で
し
た
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
彼
の
狂
信
、
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
た
い
す
る
限
り
な
い
憎
悪
の
証
で
あ
っ
た
の
か
、
よ
う
す
る

に
、
た
だ
命
令
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
彼
の
言
明
は
、
法
廷
に
お
け
る
た
ん
な
る
偽
証
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
一

九
六
一
年
一
二
月
一
五
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
文
の
終
わ
り
近
く
で
は
、
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
も
し
も
、
わ
れ
わ
れ
が
、
被
告
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
彼
が
盲
目
的
服
従
に
よ
っ
て
行
動
し
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
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も
、
数
年
間
に
渡
っ
て
か
か
る
大
き
さ
の
犯
罪
に
参
加
し
た
者
が
法
の
知
る
限
り
の
、
ま
た
い
か
な
る
最
高
命
令
も
少
し
も
そ
れ
を

軽
く
し
え
な
い
ほ
ど
の
最
も
重
い
刑
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
わ
れ
わ
れ
は
被
告
が
彼
の
受
け

た
命
令
に
心
か
ら
従
い
、
憎
悪
す
べ
き
そ
の
目
的
が
彼
の
最
も
熱
烈
な
欲
望
に
合
致
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
時
に
お
い
て
さ

え
、
そ
の
欲
望
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
、
ま
た
弁
護
人
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
そ
の
地
位
に
彼
を
立
た
せ
た
体
制
か
ら
彼
が
う
け

た
信
念
の
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
目
に
は
少
し
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
法
廷
は
ア
ド
ル
フ
・
ア

イ
ヒ
マ
ン
に
た
い
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
た
い
す
る
罪
、
人
間
に
た
い
す
る
罪
、
そ
し
て
彼
が
有
罪
を
宣
言
さ
れ
て
い
る
戦
争
の
罪

ゆ
え
に
死
刑
を
宣
告
す
る
」）

67
（

。　

こ
の
判
決
文
か
ら
す
る
と
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
良
心
の
問
題
は
、
あ
ま
り
興
味
を
持
た
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
理
解
さ
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。

「
お
そ
ら
く
は
、
悲
し
く
悩
ま
し
い
真
実
と
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
を
戦
争
最
後
の
年
に
あ
の
よ
う
な
非
妥
協
的
な
態
度
へ
と
駆
り
立
て

た
も
の
は
、
彼
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
は
な
く
、
彼
の
良
心
だ
っ
た
の
で
あ
る
」）

68
（

。

ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
ヒ
ム
ラ
ー
の
指
示
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
に
明
ら
か
に
背
馳
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
上
官
の
命
令
を
あ
か
ら
さ
ま
に

叛
く
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
行
動
を
決
定
し
た
も
の
は
、
た
ん
に
ヒ
ム
ラ
ー
が
い
ま
や
〈
犯
罪
的
〉
な
命

令
を
下
し
て
い
る
と
い
う
、
彼
の
信
念
か
ら
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
も
述
べ
る
よ
う
に
、
疑
い
な
く
そ
こ
に
は
た

ら
い
て
い
た
個
人
的
な
要
因
と
は
、
純
粋
な
「
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
限
り
な
い
熱
狂
的
な
賛
歎
」（
弁
護
側
証
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ル
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

ヘ
ル
ム
・
ヘ
ッ
ト
ル
は
そ
う
述
べ
ま
し
た
）
で
あ
り
、「
兵
長
か
ら
ド
イ
ツ
帝
国
首
相
に
」
ま
で
な
り
お
お
せ
た
人
間
へ
の
こ
う
し
た
賛

歎
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す）69
（

。
つ
ま
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
信
奉
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
自
律
的
良
心
が
座
礁
し
た
そ
の
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ト

ラ
ー
と
い
う
他
律
的
良
心
に
、
席
を
譲
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

確
か
に
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
良
心
の
問
題
は
複
雑
で
す
。
通
常
わ
れ
わ
れ
は
、
良
心
と
い
う
も
の
は
、
殺
す
こ
と
を
禁
じ
る
と
考
え
ま

す
。
そ
れ
が
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
お
い
て
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
意
志
に
反
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
さ
な
い
こ
と
が
、
良
心
に
疚
し
さ
を
感
じ
さ
せ
た

の
で
す
。
彼
は
、
自
ら
の
良
心
に
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う
名
の
他
律
的
良
心
に
従
っ
て
、
上
官
の
命
令
に
あ
か
ら
さ
ま
に
叛
い

て
ま
で
、〈
最
終
解
決
〉
を
真
に
最
終
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
行
動
し
た
の
で
す
。

付
け
加
え
る
と
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
に
則
し
て
考
え
て
、
反
ナ
チ
抵
抗
運
動
に
い
た
っ
た
と
い
う
人
び
と
も
ま
た
存
在
し
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
学
生
を
中
心
と
す
る
〈
白
バ
ラ
〉
の
精
神
的
師
の
ひ
と
り
と
言
わ
れ
る
ク
ル
ト
・
フ
ー
バ
ー
教
授
が

そ
う
で
す
。
彼
が
処
刑
さ
れ
る
前
に
、
審
理
に
備
え
て
用
意
し
て
い
た
民
族
裁
判
所
に
宛
て
た
文
章
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。

「
明
確
な
道
徳
的
諸
原
則
へ
の
、
法
治
国
家
へ
の
、
人
と
人
と
の
相
互
信
頼
へ
の
回
帰
、
こ
れ
は
非
合
法
で
は
な
く
、
逆
に
、
合
法

性
の
回
復
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
を
胸
に
、
自
ら
に
た
ず
ね
ま
し
た
。
も
し
私
の
行
為
の
た
め
の
こ
の
主
観
的

な
格
率
が
、
ひ
と
つ
の
普
遍
的
法
則
に
な
る
と
す
る
な
ら
、
何
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
こ
の
問
い
の
答
え
は
、
た
だ
ひ
と
つ

し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
す
れ
ば
、
秩
序
・
安
全
・
信
頼
が
、
わ
れ
わ
れ
の
国
家
機
構
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
生
活

に
お
い
て
、
戻
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
」 ）70
（

。

165

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

165 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:42

 



こ
れ
と
同
様
の
言
表
は
、
抵
抗
運
動
に
参
与
し
た
人
び
と
に
お
い
て
、
時
お
り
見
ら
れ
ま
す
。
も
し
こ
こ
で
仮
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

が
述
べ
る
よ
う
に
、
自
律
的
良
心
と
い
う
も
の
が
、〈
非
常
事
態
〉
に
お
い
て
つ
ね
に
座
礁
し
て
し
ま
う
も
の
だ
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
こ

で
の
判
断
力
は
成
長
し
う
る
し
、
少
な
く
と
も
段
階
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
自
律
・
他
律
・
神
律
と
い
っ
た
も
の

も
、
ひ
と
り
の
人
間
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
や
は
り
複
雑
に
関
わ
り
あ
っ
て
く
る
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
る
自
律
的
良
心
に
た
い
す
る
厳
し
い
批
判
に
つ
い
て
は
、
全
集
版
第
二
巻
『
行
為
と
存
在
』
の
編
者
Ｈ
-Ｒ
・

ロ
イ
タ
ー
の
指
摘
に
も
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
意
識
の
全
能
に
た
い
す
る
彼
の
批
判
に
お
い
て
、
た
ん
に
ひ
と
り
の
近
代
ル
タ
ー
派
の
修
正
論
者

―
ル

タ
ー
の
他
律
的
・
道
徳
的
な
良
心
の
実
存
の
問
題
を
、
自
律
的
な
自
己
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
良
心
に
た
い
す
る
根
本
批
判
に
言
い

換
え
た

―
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
も
っ
と
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
は
、
彼
は
独
在
論
的
な
自
律
要
求
と
闘
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
ま
た
試ア

ン
フ
ェ
ヒ
ト
ゥ
ン
グ

練
・
誘
惑
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
試
練
と
は
、
彼
自
身
が
、

自
律
意
識
の
代
表
者
と
し
て
、
ま
さ
に
経
験
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
な
自
己
理
解
を
無
慈
悲
な
ま
で

に
破
壊
し
よ
う
と
し
た
、
彼
の
個
人
的
要
因
と
し
て
見
な
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」（D

BW
 2, 185

）。

お
そ
ら
く
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
自
身
が
、〈
試
練
〉
あ
る
い
は
〈
誘
惑
〉
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
時
に
、
自
分
の
知
識
に
訴

え
て
、
神
の
言
葉
を
〈
読
み
曲
げ
〉、
自
己
正
当
化
へ
と
傾
き
そ
う
に
な
る
誘
惑
と
格
闘
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼

は
、
人
間
の
悟
性
と
い
う
も
の
を
、
け
っ
し
て
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
次
に
取
り
上
げ
る
〈
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
に
お
い
て
実
存
の
中
心
を
求
め
る
良
心
〉
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
に
服
従
す
る
な
か
で
、
最
大
限
に
そ
の
強
み
を
発
揮
す
る
こ
と
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

三　
〈
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
〉
実
存
の
統
一
を
求
め
る
良
心

す
で
に
く
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
良
心
は
、
本
来
的
自
己
と
の
同
一
を
求
め
る
人
間
実
存
の

声
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
実
存
の
統
一
が
、
も
は
や
そ
の
自
律
性
に
で
は
な
く
、
信
仰
を
通
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て

見
出
さ
れ
る
時
、
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、〈
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
〉
実
存
の
統
一
を
求
め
る
良
心
に
お
い
て
は
、

法
規
範
に
原
則
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
し
た
が
っ
て
神
と
隣
人
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
〈
罪
を
引
き
受
け
る
〉
こ
と
を
拒
む
こ
と

か
ら
、
人
間
は
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
良
心
は
、〈
神
の
意
志
〉
を
行
う
た
め
に
、
自
由
に
さ
れ
る
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
自
由
と
は
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
服
従
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
自
由
で
す
。

一
九
四
二
年
の
春
以
来
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
・
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
と
の
関
わ
り
か
ら
い
く
つ
か
の
旅
を
重
ね
る
な
か

で
、〈
罪
の
引
き
受
け
〉
の
決
意
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
殺
戮
と
い
う
事
実
を
眼
前
に
し
て
、
な
お
〈
殺

す
な
か
れ
〉
と
い
う
非
暴
力
に
よ
る
服
従
の
倫
理
は
妥
当
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
が
、
彼
を
捉
え
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
こ
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
行
く
前
に
、
ま
ず
〈
知
る
〉
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、〈
共
知
〉

と
し
て
の
良
心
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
知
る
こ
と
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、〈
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
〉
人
間
に
と
っ
て

知
と
い
う
も
の
は
、
は
た
し
て
何
を
意
味
す
る
の
か
を
、
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
善
と
悪
に
〈
分

裂
〉
し
た
知
識
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

〈
神
の
意
志
〉
を
知
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

167

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

167 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:43

 



（
一
）〈
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
〉
人
間
に
と
っ
て
の
〈
知
〉
の
問
題

（
ａ
）
堕
罪
後
の
人
間
の
〈
分
裂
〉
状
態

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
神
と
い
う
根
源
か
ら
分
離
し
た
堕
罪
後
の
人
間
は
、
善
と
悪
と
に
〈
分
裂
〉
し
た
認
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

と
言
い
ま
す
。〈
神
の
よ
う
に
〉
な
ろ
う
と
す
る
〈
ア
ダ
ム
に
お
け
る
〉
人
間
は
、
善
く
あ
る
か
悪
く
あ
る
か
を
自
分
で
判
断
す
る
〈
可

能
性
〉
の
な
か
に
お
り
、
自
分
の
良
心
を
通
し
て
、
自
分
の
罪
を
見
ま
す
。
い
ま
や
人
間
に
た
い
し
て
、
す
べ
て
が
、
善
悪
二
元
論
的
に

分
裂
し
て
現
れ
ま
す
。

「
あ

ザ
イ
ン

る
こ
と
と
あ

ゾ
レ
ン

る
べ
き
こ
と
、
生
命
とゲ

ゼ
ッ
ツ法

、
知
る
こ
と
と
行
う
こ
と
、
理
想
と
現
実
、
理
性
と
本
能
、
義
務
と
嗜
好
、
志

ゲ
ズ
ィ
ヌ
ン
グ

操
と
利

得
心
、
快
と
不
快
、
必
然
と
自
由
、
天
賦
の
才
と
努
力
の
賜
物
、
普
遍
的
な
こ
と
と
具
体
的
な
こ
と
、
個
人
の
こ
と
と
集
団
の
こ

と
と
は
、
真
っ
二
つ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
快
と
不
快
、
幸
福
と
苦
難
と
が
分
裂
し
て
い
る
よ
う
に
、
真
実
、
正

義
、
美
、
愛
も
、
互
い
に
対
立
し
て
い
る
。（･･････

）
こ
の
よ
う
な
分
裂
は
す
べ
て
、
善
と
悪
の
知
識
に
お
け
る
分
裂
の
変
種
で

あ
る
」（D

BW
 6, 310

）。

つ
ま
り
、
善
悪
二
元
論
に
支
配
さ
れ
た
世
界
で
は
、
ド
イ
ツ
の
教
育
学
者
・
哲
学
者
・
心
理
学
者
で
あ
る
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
シ
ュ
プ
ラ

ン
ガ
ー
（Eduard Spranger 1882-1963

）
も
言
う
よ
う
に
、「
倫
理
特
有
の
体
験
に
お
け
る
決
断
の
場
は
、
つ
ね
にコ

ン
フ
リ
ク
ト

対
立
で
あ
る
」）71
（

と

さ
れ
ま
す
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
対
立
の
世
界
と
い
う
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
、
と
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

「
こ
こ
で
は
、
人
間
と
神
と
の
、
他
の
人
間
と
の
、
事
物
と
の
、
そ
し
て
自
分
自
身
と
の
不
和
で
は
な
く
、
回
復
さ
れ
た
一
致
、
つ

ま
り
和
解
が
、
そ
こ
か
ら
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
根
底
で
あ
り
、〈
倫
理
特
有
の
体
験
に
お
け
る
決
断
の
場
〉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」

（D
BW

 6, 311

）。

そ
こ
で
、
こ
の
〈
分
裂
〉
が
克
服
さ
れ
、〈
和
解
〉
が
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
も
は
や
善
と
悪
に
分
裂
し
た
知
識
で
は
な
く
、
唯

一
の
〈
神
の
意
志
〉
を
知
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
の
根
源
で
あ
る
神
と
の
一
致
が
回
復
し
た
と
こ
ろ
と
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

（
ｂ
）〈
分
裂
〉
し
た
人
間
に
お
け
る
〈
知
〉
の
問
題

先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
に
は
、
良
心
が
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。「
良
心
の
な
い
人
は
、
キ
リ
ス
ト
か
悪
魔
で
あ
る
」（『
ド
イ

ツ
神
学
』）。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
る
と
、
罪
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
良
心
、
つ
ま
り
善
と
悪
に
分
裂
し
た
知
識
が
存
在
し
ま
す
。

し
か
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
分
裂
を
知
ら
ず
、
た
だ
ひ
と
つ
の
〈
神
の
意
志
〉
を
知
る
、
と
言
い
ま
す
。
彼
は
そ
の
こ

と
を
、
例
え
ば
、
新
約
聖
書
の
な
か
の
イ
エ
ス
と
パ
リ
サ
イ
人
と
の
出
会
い
の
場
面
か
ら
読
み
取
っ
て
い
ま
す
。
周
知
の
と
お
り
、
キ
リ

ス
ト
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
派
で
あ
る
パ
リ
サ
イ
派
の
人
び
と
は
、
モ
ー
セ
の
律
法
を
厳
格
に
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
正
義
の
実
現
を

追
い
求
め
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
い
も
の
は
汚
れ
た
者
と
し
て
退
け
ま
し
た
。
そ
の
た
め
イ
エ
ス
は
パ
リ
サ
イ
人
の
偽
善
的
傾
向
を
激
し
く

攻
撃
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
サ
イ
人
に
お
け
る
問
題
と
い
う
の
は
、
そ
の

全
生
活
を
通
し
て
、
た
だ
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
だ
け
を
重
要
と
考
え
た
人
間
の
問
題
で
あ
り
、
端
的
に
言
っ
て
、〈
分
裂
し
て
い
る

人
間
〉
の
問
題
そ
の
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。
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聖
書
の
記
述
に
よ
る
と
、
パ
リ
サ
イ
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
を
も
っ
て
イ
エ
ス
を
試
み
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
納
税
の
問
題
（
マ
タ

イ 

二
二
章 

一
五
―
二
二
）、
死
人
の
復
活
の
問
題
（
マ
タ
イ 

二
二
章
二
三
―
三
三
節
）、
最
大
の
誡
め
の
問
題
（
マ
タ
イ　

二
二
章 

三
四

―
四
〇
節
）、
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
物
語
（
ル
カ 

一
〇
章
二
五
節
）、
安
息
日
に
つ
い
て
の
問
答
（
マ
タ
イ 

一
二
章
一
一
節
）
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
れ
ら
の
論
争
に
お
い
て
決
定
的
な
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ま
す
。

「
パ
リ
サ
イ
人
の
問
い
とフ

ェ
ア
ズ
ー
フ
ン
グ

誘
惑
が
、
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
の
分
裂
か
ら
来
る
の
に
た
い
し
て
、
イ
エ
ス
の
答
え
は
、
神
と
の
一

致
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
根
源
と
の
一
致
か
ら
、
神
と
人
間
と
の
分
裂
が
克
服
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

（D
BW

 6, 313

）。

こ
れ
ら
の
問
答
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
と
パ
リ
サ
イ
人
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
次
元
に
立
っ
て
語
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
そ
の
た
め
食

い
ち
が
い
が
起
こ
り
、
イ
エ
ス
は
し
ば
し
ば
、
質
問
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
し
、
ま
っ
た
く
的
は
ず
れ
な
、

別
の
こ
と
を
答
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
む
し
ろ
、
質
問
そ
の
も
の
に
答
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
質
問
者
に
直
接
語
り
か
け
て
い

る
と
も
言
え
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
解
釈
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
イ
エ
ス
と
パ
リ
サ
イ
人
と
の
間
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
イ
エ
ス
の
〈
最
初
の
誘
惑
〉（
マ

タ
イ 

四
章
一
―
一
一
節
）

―
イ
エ
ス
が
霊
に
よ
っ
て
荒
野
へ
と
導
か
れ
、
四
十
日
間
の
孤
独
な
生
活
の
な
か
で
、
悪
魔
か
ら
受
け
た
三

つ
の
誘
惑

―
の
く
り
返
し
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
有
名
な
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
る
と
、
四
十
日
四
十
夜
断
食
し
て
飢
え
た
イ
エ
ス
に
誘
惑
者
が

歩
み
よ
り
、「
神
の
子
な
ら
、
こ
れ
ら
の
石
が
パ
ン
に
な
る
よ
う
に
命
じ
た
ら
ど
う
だ
」
と
言
っ
た
時
、「『
人
は
パ
ン
だ
け
で
生
き
る
も
の
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

で
は
な
い
。
神
の
口
か
ら
出
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
で
生
き
る
』
と
書
い
て
あ
る
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
悪
魔
は
、
イ
エ
ス
を

神
の
言
葉
の
な
か
で
分
裂
に
引
き
込
も
う
と
試
み
ま
す
が
、
イ
エ
ス
は
悪
魔
の
ペ
ー
ス
で
論
争
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く

異
な
る
次
元
に
立
っ
て
語
っ
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
誘
惑
は
す
べ
て
、
蛇
が
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
を
堕
罪
さ

せ
た
時
に
言
っ
た
「･･･

な
ど
と
神
は
言
わ
れ
た
の
か
」（
創
世
記 

三
章
一
節
））72
（

と
い
う
問
い
に
、
そ
の
序
曲
を
持
っ
て
い
ま
す
。

「
ま
さ
に
こ
の
問
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
分
裂
を
は
ら
ん
で
い
る
問
い
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
分
裂
は
、
人
間
の
本
質
を
成
す
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
そ
れ
に
た
い
し
て
抵
抗
力
が
な
い
。
こ
の
問
い
は
、
た
だ
分
裂
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら

―
そ
れ
に
答

え
る
の
で
は
な
い
が

―
克
服
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
誘
惑
の
す
べ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
つ

ね
に
そ
の
な
か
で
イ
エ
ス
に
対
抗
し
て
い
る
、
あ
の
問
い
に
お
い
て
、
く
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
問
い
に
お
い

て
、
わ
れ
わ
れ
は
決
断
を
め
ぐ
っ
て
矛
盾
に
陥
っ
た
時
に
イ
エ
ス
に
呼
び
か
け
、
イ
エ
ス
を
わ
れ
わ
れ
の
問
い
の
な
か
へ
、
つ
ま

り
、
矛
盾
、
分
裂
の
な
か
に
引
き
ず
り
込
み
、
彼
に
解
決
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 313

）。

し
か
る
に
、〈
誘
惑
〉
や
〈
試
み
〉
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
神
の
言
葉
の
な
か
で
、
人
間
が
、
矛
盾
に
陥
る
よ
う
誘
う
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
、
誘
惑
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
信
仰
が
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
、
も
と
も
と
〈
分
裂
〉
を
そ
の
本
質
と
す

る
堕
罪
後
の
人
間
は
、
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
誘
惑
の
手
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
れ
に
た
い
し
て
、
イ
エ
ス
は
、〈
あ
れ
か
こ
れ
か
〉（Entw

eder-O
der

）
と
い
っ
た
「
論
理
的
な
二
者
択
一
の
法
則
に
は
縛
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
ま
っ
た
き
〈
自
由
〉
か
ら
答
え
て
い
る
」（D

BW
 6, 314

）
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。
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「
イ
エ
ス
の
〈
自
由
〉
と
は
、
無
数
の
可
能
性
の
な
か
か
ら
ひ
と
つ
を
恣
意
的
に
選
択
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
イ
エ
ス
の

行
い
の
ま
っ
た
き
単
純
さ
の
な
か
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
単
純
さ
の
た
め
に
は
、
複
数
の
可
能
性
・
対
立
・
選
択
肢
は
ま
っ

た
く
存
せ
ず
、
つ
ね
に
た
だ
ひ
と
つ
の
こ
と
が
存
す
る
。
こ
の
ひ
と
つ
の
こ
と
を
、
イ
エ
ス
は
、
神
の
意
志
と
呼
び
給
う
。
彼
は
、

こ
の
意
志
を
行
う
こ
と
を
、
彼
の
食
物
と
呼
び
給
う
。
こ
の
神
の
意
志
が
、
彼
の
生
命
で
あ
る
。
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
か
ら
で

は
な
く
、
神
の
意
志
か
ら
、
生
き
、
行
い
給
う
。
た
だ
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

神
の
意
志
だ
け
が
存
す
る
の
で
あ
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 

315

）。

〈
神
の
意
志
〉
が
イ
エ
ス
の
食
物
だ
と
い
う
の
は
、「
わ
た
し
の
食
べ
物
と
は
、
わ
た
し
を
お
遣
わ
し
に
な
っ
た
方
の
御
心
を
行
い
、
そ

の
業
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
あ
る
」（
ヨ
ハ
ネ 

四
章
三
四
節
）
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
の

自
由
と
い
う
の
は
、
神
の
意
志
か
ら
生
き
、
そ
れ
を
行
う
た
め
に
確
保
さ
れ
て
い
る
自
由
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
に
は
す
で

に
、
律
法
の
破
棄
と
い
う
罪
の
引
き
受
け
が
含
ま
れ
て
い
る
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
考
え
て
い
ま
し
た
。
彼
に
お
け
る
〈
自
由
〉
の
概

念
に
つ
い
て
は
、
後
に
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い
き
ま
す
が
、
こ
う
し
た
〈
自
由
〉
を
も
っ
て
、「
イ
エ
ス
は
す
べ
て
の
律ゲ

ゼ
ッ
ツ法
を
自
ら
の
支

配
下
に
置
く
」（D

BW
 6, 314

）
と
彼
は
捉
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
、
イ
エ
ス
は
安
息
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弟
子
た
ち
に

麦
畠
の
穂
を
つ
ん
で
食
べ
る
こ
と
を
ゆ
る
し
、
ま
た
病
床
の
夫
人
を
癒
し
も
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
パ
リ
サ
イ
人
の
目
に
イ

エ
ス
は
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
、
い
わ
ば
自
分
自
身
の
律
法
だ
け
を
知
っ
て
大
切
に
す
る
者
、
神
の
冒
涜
者
と
し
て
映
っ
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
が
知
る
の
は
、
分
裂
の
な
い
た
だ
ひ
と
つ
の
〈
神
の
意
志
〉
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
糧
と
し
て
〈
生
き
〉、〈
行

う
〉
と
言
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、「
イ
エ
ス
の
考
え
る
善
と
は
、
ま
っ
た
く
行
為
の
う
ち
に
存
す
る
」

（D
BW

 6, 316

）
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
〈
行
為
〉
と
は
、
神
の
意
志
を
行
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
〈
真
の
行
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

為
〉
で
あ
り
、
け
っ
し
て
、〈
分
裂
〉
し
た
人
間
が
自
分
の
善
と
悪
の
知
識
に
基
づ
い
て
〈
判
決
を
下
す
〉
と
い
っ
た
行
為
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
う
し
た
〈
裁
く
〉
と
い
う
行
為
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、〈
真
の
行
為
〉
に
い
た
る
こ
と
を
妨
げ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

善
と
悪
に
分
裂
し
た
知
識
は
、
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
、
神
と
い
う
根
源
か
ら
分
離
し
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
他
の
人
間
と
も
分
離
し
た
人
間
が
、
ふ
た
た
び
根
源
と
の
一
致
を
回
復

す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
パ
リ
サ
イ
人
の
あ
り
方
に
善
と
悪
の
知
識
に
基
づ
い
て
〈
裁
く
〉
と
い

う
本
質
を
見
て
取
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「〈
裁
く
こ
と
〉
は
、
分
裂
し
て
い
る
人
間
の
特
別
な
不
徳
や
悪
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
彼
が
語
り
、
行
い
、
感
じ
る
な

か
で
姿
を
現
す
彼
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
パ
リ
サ
イ
人
〔
の
本
質
〕
は
、
た
だ
す
で
に
回
復
さ
れ

た
一
致
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
か
ら
、
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
パ
リ
サ
イ
人
自
身
は
、
た
だ
彼
の
行
っ
た
徳
と
悪
徳
と
に
お

い
て
、
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
本
質
、
す
な
わ
ち
根
源
か
ら
の
離
反
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
善
と
悪
〔
の
分
裂
〕
を
克
服
し
た
知
識
が
、
パ
リ
サ
イ
人
の
全
実
存
を
脅
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
た
だ

イ
エ
ス
だ
け
が
、
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
に
根
拠
を
持
つ
パ
リ
サ
イ
人
の
権
威
を
、
覆
す
こ
と
を
な
し
え
給
う
。
イ
エ
ス
の
『
裁

い
て
は
な
ら
な
い
』
と
い
う
発
言
は
、
分
裂
し
て
い
る
人
間
に
た
い
す
る
和
解
へ
の
呼
び
声
、
つ
ま
り
、
和
解
へ
の
招
き
な
の
で
あ

る
」（D

BW
 6, 318

）。

つ
ま
り
、
す
で
に
根
源
と
の
和
解
が
成
立
し
て
い
る
〈
和
解
者
〉
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
招
き
に
応
じ
て
根
源
と
の
一
致
を
回
復
す
る

こ
と
が
、
善
と
悪
と
の
知
識
を
克
服
す
る
道
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
い
ま
や
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
〈
新
し
い
知
識
〉
と
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は
、〈
和
解
者
〉
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
〈
知
識
〉
な
の
で
す
。

（
ｃ
）
新
し
い
知
識

―
神
の
意
志
を
行
う
こ
と
の
な
か
に
目
が
開
か
れ
る
知
識

―

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、〈
自
分
の
善
を
知
る
〉
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
ひ
と
つ
の
聖
句
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
あ
な
た
が
施
し
を
す
る
場
合
、
右
手
の
し
て
い
る
こ
と
を
左
手
が
知
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
の
す
る
施
し
が
隠
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
」（
マ
タ
イ 

六
章
三
節
））

73
（

。

こ
こ
で
イ
エ
ス
は
、
善
を
行
う
者
に
、
自
分
の
な
す
善
に
つ
い
て
知
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の

言
葉
は
、
た
び
た
び
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
善
を
行
う
人
間
の
高
慢
さ
や
自
己
満
足
に
た
い
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
次
の

こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
に
お
い
て
成
就
さ
れ
た
和
解
に
つ
い
て
の
新
し
い
知
識
、
す
な
わ
ち
、
分
裂
の
終
結
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
自
分
の
善
に

つ
い
て
の
古
き
知
識
を
、
ま
っ
た
く
破
棄
す
る
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
反
省
な
し
に
、

ま
っ
た
く
行
為
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
な
る
。
自
分
の
善
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
。
も
は
や
、
自
分

の
善
に
つ
い
て
の
審
判
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
自
分
自
身
の
善
に
つ
い
て

知
ろ
う
と
欲
す
る

0

0

0

べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
も
は
や
そ
れ
を
知
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
ゆ
る
さ
れ
て

0

0

0

0

0

お
ら
ず
、〔
じ
っ
さ
い
に
〕
そ

れ
を
知
っ
て

0

0

0

い
な
い
の
で
あ
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 320

）。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

こ
の
よ
う
に
〈
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
知
識
〉
と
い
う
の
は
、「
ま
っ
た
く
行
為
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
な
る
」
と
さ
れ
、
こ
こ
で
も
、

〈
知
〉
と
〈
行
為
〉
が
切
り
離
し
え
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
〈
知
る
こ
と
〉
を
追
求
す
る
こ
と
を
断
念
し
、〈
行
う
こ

と
〉
に
集
中
す
る
よ
う
、
呼
び
か
け
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

も
は
や
人
間
は
、
自
分
の
善
を
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、「
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
彼
の
行
為
は
、
疑
問
な
き
も
の
と
な
り
、
彼
は
自
分

の
行
為
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
没
頭
さ
せ
ら
れ
、
心
を
満
た
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
行
為
は
、
も
は
や
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
な
か
の

ひ
と
つ
で
は
な
く
、
唯
一
の
も
の
、
真
な
る
も
の
、
つ
ま
り
、
神
の
意
志
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
知
識
は
、
も
は
や
ま
っ

た
く
〔
行
為
を
〕
妨
げ
る
よ
う
に
割
り
込
ん
で
来
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
こ
こ
で
は
、
行
為
を
引
き
と
め
た
り
、
疑
問
視
し
た

り
、
判
定
し
た
り
す
る
こ
と
の
た
め
に
は
、
文
字
ど
お
り
、
時
間
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。〔
行
為
の
〕
判
定
は
、
他
の
人

間
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
自
身
の
知
識
の
法
廷
か
ら
も
、
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」（D

BW
 6, 320

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
知
る
時
、
も
は
や
人
間
は
、
自
分
自
身
の
善
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で

き
ず
、
ま
た
逆
に
、
自
分
自
身
の
善
に
つ
い
て
知
る
時
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
和
解
の

な
か
に
あ
り
な
が
ら
分
裂
の
な
か
に
、
自
由
の
な
か
に
あ
っ
て
律
法
の
も
と
に
、
単
純
さ
の
な
か
に
あ
っ
て
分
裂
の
な
か
に
、
同
時
に
生

き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
両
者
の
間
に
は
、
移
行
も
段
階
も
存
在
せ
ず
、
た
だ
一
方
か
他
方
が
あ
る
だ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、
ど

う
す
れ
ば
、
善
と
悪
に
分
裂
し
た
知
識
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
そ
れ
は
人
間
が
自
力
で
行

え
な
い
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

175

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

175 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:44

 



「
し
か
し
人
間
に
は
、
自
分
の
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
自
分
の
力
で
破
棄
し
た
り
、
克
服
し
た
り
す
る
こ
と
は

―
自
分
自

身
を
欺
き
、
こ
の
知
識
を
一
定
の
方
法
で
排
除
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
〔
じ
っ
さ
い
に
〕
破
棄
す
る
こ
と
と
を
取
り
違
え
た
場
合
を

の
ぞ
い
て

―
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
の
『
右
手
の
し
て
い
る
こ
と
を
左
手
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
』
と
い
う

言
葉
、
つ
ま
り
、
自
分
自
身
の
善
き
行
い
は
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
く
り
返
し
、
分
裂
か
ら
、
離
反
か
ら
、
善
と
悪
に
つ

い
て
の
知
識
か
ら
脱
し
て
、
た
だ
和
解
へ
と
、
一
致
へ
と
、
根
源
へ
と
、
た
だ
イ
エ
ス
に
お
い
て
の
み
存
す
る
新
し
い
生
命
へ
と
呼

び
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
純
さ
へ
、
回
心
へ
と
、
解
き
放
つ
呼
び
声
で
あ
り
、
そ
の
声
自
身
が
、
頽
落
し
た
古
き
知
識
を

破
棄
し
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
新
し
い
知
識
を
、
す
な
わ
ち
、
ま
っ
た
く
神
の
意
志
を
行
う
行
為
の
な
か
で
目
が
開
か
れ
る
あ
の
知

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

識0

を
、
授
け
る
の
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 321

）。

こ
の
よ
う
に
、〈
古
い
知
識
〉、
つ
ま
り
、
自
分
の
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
を
克
服
し
、〈
新
し
い
知
識
〉、
つ
ま
り
〈
イ
エ
ス
に
つ
い

て
の
知
識
〉
へ
と
目
を
転
じ
る
よ
う
、
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
そ
れ
は
、〈
神
の
意
志
を
行
い
つ
つ
明
ら
か
に
な
る
知
識
〉
だ
と

言
い
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
さ
ら
に
、
イ
エ
ス
の
「
終
わ
り
の
日
の
裁
き
に
つ
い
て
の
た
と
え
話
」（
マ
タ
イ
二
五
章
三
一
―
四
六
節
）
を
引

い
て
、
こ
う
説
い
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
が
裁
き
を
下
さ
れ
る
時
、
彼
の
向
か
い
に
立
つ
人
び
と
は
、
自
分
た
ち
が
イ
エ
ス
に
食
べ
さ
せ
、
飲
ま
せ
、
着
せ
、
訪
ね

た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
彼
ら
は
、
自
分
の
善
き
行
い
を
知
ら
ず
、
イ
エ
ス
が
そ
の
こ
と
を
彼
ら
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 

321

）。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

最
後
の
審
判
の
日
、
イ
エ
ス
は
、「
わ
た
し
の
兄
弟
で
あ
る
最
も
小
さ
い
者
の
ひ
と
り
に
し
た
」（
マ
タ
イ 

二
五
章
四
〇
節
）
こ
と
が
、

ま
さ
に
私
に
し
た
こ
と
だ
と
告
げ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
行
っ
た
人
び
と
は
、
自
分
た
ち
の
善
き
行
い
に
つ
い
て
知
ら
ず
、
イ
エ
ス

が
彼
ら
に
そ
の
こ
と
を
明
か
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
す
べ
て
の
判
決
、
す
べ
て
の
知
識
、
す
べ
て
の
裁
き
は
、
神
と
キ

リ
ス
ト
の
側
に
あ
る
」（D

BW
 6, 322

）
と
ボ
ン
へ
フ
ァ
ー
は
強
調
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
福
音
は
、
パ
リ

サ
イ
人
に
と
っ
て
、
不
可
解
か
つ
道
徳
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
彼
ら

は
、「
最
後
の
審
判
を
、
日
々
の
真
剣
な
自
ら
の
審
判
に
お
い
て
先
取
り
し
、
そ
れ
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
信
じ
て
い
る
か
ら
」

（D
BW

 6, 322

）
で
す
。

（
ｄ
）
神
の
意
志
を
〈
わ
き
ま
え
知
る
〉（prüfen

）

し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
本
人
も
述
べ
る
よ
う
に
、「
右
手
の
し
て
い
る
こ
と
を
左
手
が
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
、
他
の
可
能
性
を
知
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ひ
と
つ
の
こ
と
の
み
を
行
う
と
い
っ
た
〈
単
純
さ
〉
は
、
心
理
学
的
に
見
れ
ば
、
お
よ
そ
不

可
能
な
こ
と
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
（D

BW
 6, 322

）。
イ
エ
ス
へ
の
服
従
に
よ
っ
て
単
純
で
自
由
に
な
っ
た
人
間
も
、
な
お
複
雑

な
反
省
の
人
で
あ
り
う
る
し
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
神
と
の
和
解
を
受
け
た
生
の
単
純
さ
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
心
理
学
的
な
単
純
さ
と

い
う
の
も
、
ま
た
存
在
す
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
聖
句
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
の
神
学
者
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
（Eduard 

Schw
eizer 1913-2006

）
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
右
手
の
し
て
い
る
こ
と
を
左
手
が
知
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
言
葉
は
、
人
を
驚
か
す
、
印
象
深
い
比
喩
で
あ
っ
て
、（･･････

）

も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
の
解
剖
学
で
は
、
右
手
が
、
左
手
の
場
合
と
同
じ
中
枢
神
経
組
織
に
よ
っ
て
操
縦
さ
れ
て
い
な
い
何
ご
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と
か
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
逆
説
は
（･･････

）
謎
の
言
葉
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
こ
の
上
も
な
い
切
迫
さ
を
も
っ
て
、
新
し
い
（
ヨ
ハ
ネ 

三
章
三
節
以
下
は
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
、
と
言
う
で
あ
ろ
う
）
人

間
の
奇
跡
を
指
し
示
し
て
い
る
」）

74
（

。

こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、〈
新
し
い
人
間
の
奇
跡
〉
に
関
わ
る
事
柄
を
、
ど
う
に
か
言
葉
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
そ
し
て
神
の
意
志
を
問
い
求
め
る
正
当
で
必
然
的
な
〈
自
己
吟
味
〉（Selbstprüfung

）
に
つ
い
て
説
い
て
き
ま
す
。〈
吟
味
す

る
〉
と
い
う
ド
イ
ツ
語
〈prüfen

〉
の
現
代
的
な
用
法
に
お
い
て
は
、
調
べ
る
、
試
験
す
る
、
検
査
す
る
と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
ま
す
。

語
源
的
に
見
る
と
、
ラ
テ
ン
語
の
〈probare

〉
に
さ
か
の
ぼ
り
、
良
く
認
識
す
る
、
承
認
す
る
、
本
物
（
純
正
・
真
実
）
か
、
あ
る
い

は
質
が
よ
い
か
ど
う
か
を
調
べ
る
、
と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
ま
す）75
（

。
端
的
に
言
っ
て
、
よ
い
か
ど
う
か
を
調
べ
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、

〈
知
る
〉
こ
と
に
深
く
関
わ
る
言
葉
で
す
。

ま
ず
、
こ
の
〈
自
己
吟
味
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
次
の
三
つ
の
聖
句
を
引
用
し
て
い
ま
す
。

「
心
を
新
た
に
し
て
自
分
を
造
り
変
え
て
い
た
だ
き
、
何
が
神
の
御
心
で
あ
る
か
を
、
わ
き
ま
え
知
る

0

0

0

0

0

0

（prüfen

）
よ
う
に
な
り

な
さ
い
」（
ロ
ー
マ 

一
二
章
二
節
）。「
わ
た
し
は
祈
り
ま
す
、
認
識
と
あ
ら
ん
限
り
の
感
知
能
力
に
お
い
て
、
あ
な
た
が
た
の
愛
が

い
っ
そ
う
増
し
加
わ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
見
わ
け
る

0

0

0

0

（prüfen

）
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
」（
ピ
リ
ピ 

一
章
九
―
一
〇
節
、
ロ
ー
マ 

二
章
一
八
節
）。「
光
の
子
と
し
て
歩
み
な
さ
い

―
何
が
主
に
喜
ば
れ
る
か
を
吟
味
し

0

0

0

な
が
ら

0

0

0

（prüfend

）」（
エ
フ
ェ
ソ 

五
章
八
節
以
下
）。（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 322

）
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
ド
イ
ツ
語
のprüfen

に
た
い
す
る
邦
訳
が
〈
吟
味
す
る
〉〈
わ
き
ま
え
知
る
〉〈
見
分
け
る
〉
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
の
は
、
筆
者
が
『
新
共
同
訳
聖
書
』
の
訳
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
引
用
し
て
い
る
通
り
の
聖
句
を
訳
し
た
も
の

だ
か
ら
で
す
。

何
が
〈
神
の
意
志
〉
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
何
が
神
か
ら
見
た
善
で
あ
り
、
何
を
神
が
喜
ば
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
〈
わ
き
ま
え
知

る
〉
と
い
っ
た
場
合
に
、
ま
ず
想
い
起
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
霊
的
直
観
を
通
し
て
と
か
、
創
造
の
時
か
ら
定
ま
っ
て
い
る
法
則
を
通
し

て
と
か
、
あ
る
い
は
、
人
間
の
心
の
声
を
通
し
て
知
る
と
い
っ
た
方
向
で
す
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
神
秘

主
義
や
自
然
神
学
に
お
け
る
神
認
識
の
方
向
は
退
け
ら
れ
、「
神
の
意
志
は
、
あ
れ
こ
れ
と
名
乗
り
出
る
可
能
性
の
下
に
、
奥
深
く
隠
さ

れ
て
い
る
」（D

BW
 6, 323

）
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
知
識
は
、「
生
け
る
神
の
意
志
」
が
問
題
で
あ
り
、
何
か
固

定
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。

「
神
の
意
志
は
ま
た
、
始
め
か
ら
固
定
さ
れ
て
い
る
規
則
の
体
系
で
は
な
く
、
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
新
し

く
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
何
が
神
の
意
志
で
あ
る
か
は
、
く
り
返
し
、
わ
き
ま
え
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
吟
味
に

お
い
て
、
心
・
悟
性
・
観
察
・
経
験
と
い
っ
た
も
の
が
、
共
に
は
た
ら
か
ね
ば
な
ら
な
い
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 323f.

）。

つ
ま
り
、
た
だ
ひ
と
つ
の
神
の
意
志
を
知
る
〈
単
純
な
知
識
〉
と
い
う
の
は
、
直
観
や
す
べ
て
の
反
省
や
熟
考
の
排
除
を
意
味
せ
ず
、

む
し
ろ
悟
性
を
含
め
て
人
間
の
持
て
る
力
を
総
動
員
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
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〈
わ
き
ま
え
知
る
〉
た
め
の
前
提
条
件

そ
れ
で
は
、
何
が
神
の
意
志
で
あ
る
か
を
〈
わ
き
ま
え
知
る
〉
た
め
に
は
、
ど
こ
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
、
そ
の
決
定
的
な
前
提
条
件
と
い
う
べ
き
も
の
を
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
聖
句
の
な
か
に
見
出
し
て
い
ま
す
。
第
一
に
、「
心

を
新
た
に
し
て
、
造
り
変
え
て
い
た
だ
く
こ
と
」
で
す
。
こ
れ
は
〈
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
〉、
つ
ま
り
今
ま
で
の
か
た
ち
が
内
面
的
に

ま
っ
た
く
変
わ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
第
二
に
、「
愛
に
お
い
て
生
き
、
愛
が
増
し
加
わ
る
こ
と
」、
そ
し
て
第
三
に
、「
光
の
子
と
し

て
歩
む
こ
と
」
で
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
同
じ
事
態
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

第
一
の
〈
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
〉
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
堕
罪
し
た
人
間
の
〈
ア
ダ
ム
の
か
た
ち
〉
を
克
服
し
、
新
し
い
人
間

の
〈
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
か
た
ち
〉
に
な
る
こ
と
で
す
（D

BW
 6, 324

）。
そ
れ
は
、〈
神
の
よ
う
な
〉
も
の
と
し
て
善
と
悪
に

つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
し
た
人
間
の
か
た
ち
を
克
服
し
、
真
の
神
の
ひ
と
り
子
と
同
じ
か
た
ち
と
な
る
こ
と
を
通
し
て
、
父
な
る
神
の
意

志
と
の
一
致
に
お
い
て
生
き
る
人
間
の
か
た
ち
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
（D

BW
 6, 325

）。

第
二
の
「
愛
に
お
い
て
生
き
、
愛
が
増
し
加
わ
る
こ
と
」
は
、
ま
さ
に
こ
れ
と
同
じ
事
態
を
言
い
表
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
こ
の
こ
と
は
、「
神
と
人
間
と
の
和
解
、
神
と
人
間
と
の
一
致
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
」、
つ
ま
り
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
を
生
き

る
こ
と
」（D

BW
 6, 325

）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
〈
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
か
た
ち
に
な
る
こ
と
〉
を
意
味
す
る
か
ら
で
す
。

第
三
の
「
光
の
子
と
し
て
歩
む
こ
と
」
も
同
様
で
し
ょ
う
。
こ
の
聖
句
に
お
い
て
、
パ
ウ
ロ
は
、
以
前
は
暗
闇
で
あ
っ
た
こ
の
世
に
、

光
と
し
て
到
来
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
、
光
の
子
と
し
て
歩
む
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
二
つ
と
同

じ
事
態
の
表
現
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、〈
キ
リ
ス
ト
の
生
を
生
き
る
〉
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

〈
愛
〉
と
い
う
概
念

『
倫
理
』
の
な
か
に
は
、
未
完
で
す
が
、
愛
に
つ
い
て
綴
ら
れ
た
断
片
が
あ
り
ま
す
（D

BW
 6, 335-341

）。〈
わ
き
ま
え
知
る
〉
た

め
の
前
提
で
あ
る
「
愛
に
お
い
て
生
き
、
愛
が
増
し
加
わ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
い
っ
そ
う
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
の
〈
愛
〉
の
概
念
を
、
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
彼
は
、「
す
べ
て
の
分
裂
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
の
が
、
愛
の
本
質
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）
と
定
義
し
ま
す
。
そ
し
て

こ
の
意
味
に
お
け
る
愛
の
本
質
を
〈
和
解
〉
に
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
見
出
し
、「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
Ｉ
」
か
ら
引
用
し
つ
つ
議

論
を
進
め
て
い
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
は
愛
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

「
神
は
、
独
り
子
を
世
に
お
遣
わ
し
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
方
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
す
。
こ
こ

に
、
神
の
愛
が
わ
た
し
た
ち
の
内
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
が
神
を
愛
し
た
の
で
は
な
く
、
神
が
わ
た
し
た
ち
を
愛
し
て
、

わ
た
し
た
ち
の
罪
を
償
う
い
け
に
え
と
し
て
、
御
子
を
お
遣
わ
し
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
愛
が
あ
り
ま
す
」（
Ｉ
ヨ
ハ
ネ 

四
章
九

―
一
〇
節
）。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
説
い
て
い
ま
す
。「
イ
エ
ス
は
、
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
、
命
を
捨
て
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
愛
を
知
り
ま
し
た
」（
Ｉ
ヨ
ハ
ネ 

三
章
一
六
節
）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
聖
句
に
お
い
て
は
、「
他
者
の
た
め
に
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
が
愛
で
あ
る
」
と
い
っ
た
、
愛

に
つ
い
て
の
普
遍
的
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
（D

BW
 6, 337f.

）。
そ
う
し
た
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
く
、

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
生
命
を
差
し
出
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う
、
ま
っ
た
く
一
度
限
り
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
愛

だ
と
呼
ば
れ
て
い
る
」（D

BW
 6, 338

）
と
言
う
の
で
す
。
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し
た
が
っ
て
、
聖
書
的
な
意
味
の
〈
愛
〉
と
は
、
神
の
自
己
啓
示
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
名
前
と
解
き
が
た
く
結
ば
れ
て
い

る
と
さ
れ
ま
す
。

「
彼0

〔
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〕
が
、
愛
の
唯
一
の
定
義
で
あ
る
。（･･････

）
彼
が
な
し

0

0

か
つ
苦
し
み

0

0

0

給
う
こ
と
が
愛
な
の
で
は
な
く
、

彼0

が
な
し
、
か
つ
苦
し
み
給
う
こ
と
が
、
愛
な
の
で
あ
る
。
愛
は
、
つ
ね
に
彼
ご
自
身
で
あ
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 338

）。

つ
ま
り
〈
愛
〉
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
と
人
間
と
の
〈
和
解
の
出
来
事
〉
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
も
の
だ
と
言
い

ま
す
（D

BW
 6, 339

）。
こ
の
和
解
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
神
と
も
、
他
の
人
間
と
も
、
自
然
と
も
、
自
分
自
身
と
も
分
離
し
て
い
た
堕

罪
後
の
人
間
に
お
け
る
〈
分
裂
〉
状
況
が
終
わ
り
を
告
げ
、
ふ
た
た
び
人
間
に
根
源
が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。〈
愛
〉
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
堕
罪
後
の
人
間
が
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
る
〈
分
裂
〉
が
克
服
さ
れ
た
、
人
間
に
た
い
す
る
あ
の
行
為
、
す
な
わ
ち
〈
和
解
〉
を
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
意
味
す
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
述
べ
る
愛
は
、
ま
っ
た
く
受
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
に
は
自
分
で
自
由
に
処
理
し
え
な
い
も

の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
分
裂
の
な
か
に
い
る
人
間
の
実
存
を
超
え
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
愛
は
、
人
間
の
実
存
全
体
に

変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
愛
と
は
、
神
に
よ
っ
て
実
存
の
全
体
が
造
り
変
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
神
の
前
で
、
神
に
お
い
て
の
み
生
き
る
こ
と
の
で
き
る

よ
う
な
世
界
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
」（D

BW
 6, 339

）。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

実
存
全
体
が
造
り
変
え
ら
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
先
ほ
ど
見
た
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
か
た
ち
に
造
り
変
え
ら
れ
る
〈
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
ゼ
〉
に
一
致
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
世
界
（W

elt

）
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、〈
責
任
領

域
〉
と
し
て
の
〈
こ
の
世
〉（W

elt

）
理
解
の
問
題
と
し
て
後
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
本
書

の
第
三
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
愛
が
ま
っ
た
く
受
動
的
な
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
聖
書
が
伝
え
る
〈
最
も
重
要
な

掟
〉（
マ
タ
イ 

二
二
章
三
四
―
四
〇
節
）
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、「
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、

思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
第
一
の
掟
と
、
こ
れ
と
同
様
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
隣
人
を

自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
第
二
の
掟
の
こ
と
で
す
。

こ
の
問
い
の
答
え
と
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
聖
句
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
わ
た
し
た
ち
が
愛
す
る
の
は
、
神
が
ま
ず
わ
た
し
た
ち
を
愛
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
す
」（
Ｉ
ヨ
ハ
ネ 

四
章
一
九
節
）。

わ
れ
わ
れ
の
神
に
た
い
す
る
愛
は
、
わ
れ
わ
れ
が
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
愛
は
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
愛
を
受
け
い
れ
る
こ
と
だ
と
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
人
間
が
、
神
と
隣
人
と
を
愛
す
る
愛
と
い
う
の

も
、
神
の
愛
で
あ
り
、
ほ
か
の
愛
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
間
の
愛
は
、
純
粋
に
受
動
的
な
も
の
で
あ
り
続
け

ま
す
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
、
自
分
の
考
え
る
愛
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
示
さ
れ
た
神
の
愛
に
よ
っ
て
、

隣
人
を
愛
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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〈
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
キ
リ
ス
ト
〉
の
認
識
を
日
々
新
た
に
す
る
自
己
吟
味

先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、〈
わ
き
ま
え
知
る
〉
と
い
う
こ
と
の
前
提
条
件
は
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
か
た
ち
に
造
り
変
え
ら
れ
る
こ

と
」「
愛
に
お
い
て
生
き
、
愛
が
増
し
加
わ
る
こ
と
」「
光
の
子
と
し
て
歩
む
こ
と
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て

生
き
た
事
柄
で
あ
り
、
何
か
確
定
し
た
も
の
、
人
間
が
手
中
に
握
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ

ば
、
何
が
神
の
意
志
で
あ
る
か
を
〈
わ
き
ま
え
知
る
〉
こ
と
は
、
今
日
、
こ
こ
で
、
こ
の
状
況
下
に
お
い
て
、「
私
は
い
か
に
神
と
の
新

し
い
生
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
新
し
い
生
に
と
ど
ま
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
が
、
日
ご
と
に
新
し
く
提
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

と
言
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や
自
分
自
身
の
善
悪
に
つ
い
て
知
ら
ず
、
ま
っ
た
く
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
注
目
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
〈
わ
き
ま
え
知
る
〉
と
い
う
行
為
は
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
た
〈
根
源
と
の

一
致
〉
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
つ
ね
に
新
し
く
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
ゆ
く
努
力
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
す
（D

BW
 

6, 326

）。

こ
の
よ
う
な
前
提
に
基
づ
い
て
、
い
ま
や
じ
っ
さ
い
に
、
ど
う
し
た
ら
神
を
正
し
く
喜
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
、
具
体
的
状
況
の
な
か
で

ど
う
行
う
こ
と
が
正
し
い
の
か
を
、
わ
き
ま
え
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
い
ま
や
、
現

コ
ン
ク
レ
ー
ト

実
に
即
し
て
、
生
き
か
つ
行
動
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
悟
性
・
認
識
能
力
・
妥
当
な
こ
と
に
た
い
す
る
注
意
深
い
知
覚

が
、
生
き
生
き
と
活
動
し
始
め
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 326

）。

た
だ
し
こ
の
際
に
、
人
間
の
直
接
的
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
重
ん
じ
ら
れ
た
り
、
期
待
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
警
告
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
容
易
に
人
を
自
己
欺
瞞
へ
と
導
く
か
ら
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
高
度
なニ

ュ
ヒ
タ
ー
ン
ハ
イ
ト

冷
静
さ
に
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

「
何
が
神
の
意
志
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
時
、
人
間
の
能
力
の
全
器
官
が
総
動
員
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
場
合

に
も
、
和
解
さ
れ
な
い
闘
争
の
な
か
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
味
わ
う
苦
し
み
、
す
べ
て
の
闘
争
に
勝
ち
う
る
と
考
え
る
傲
慢
、

直
接
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
与
え
る
熱
狂
的
な
期
待
と
主
張
な
ど
は
、
す
で
に
そ
の
力
と
権
力
と
を
失
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
、
神
は
、
謙
遜
に
問
う
も
の
に
た
い
し
て
、
か
な
ら
ず
そ
の
意
志
を
示
さ
れ
る
と
い
う
、
信
仰
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
」（D

BW
 

6, 326f.

）。

つ
ま
り
〈
キ
リ
ス
ト
教
的
な
自
己
吟
味
〉
と
い
う
の
は
、
自
分
の
善
と
悪
に
つ
い
て
の
知
識
や
そ
れ
を
実
生
活
に
お
い
て
実
行
す
る
こ

と
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、〈
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〉
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
を
日
々
新
た
に

す
る
自
己
吟
味
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
彼
〔
キ
リ
ス
ト
者
〕
の
生
に
入
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
彼

に
代
わ
っ
て
、
彼
の
な
か
で
生
き
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
彼
の
な
か
で
今
ま
さ
に
、
そ
れ
ま
で
は
善
と
悪
に
つ
い
て
の
自
分
自
身

の
知
識
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
た
そ
の
場
所
を
占
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（D

BW
 6, 327f.

）。

し
た
が
っ
て
、
前
提
と
し
て
の
信
仰
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
し
て
行
い
、
ま
た
キ
リ

ス
ト
は
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
こ
そ
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
い
か
に
し
て
主
の
も
の
と
な
り
、
主
を
信
じ
、
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主
に
従
う
か
と
問
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
言
い
ま
す
（D

BW
 6, 328

）。

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、〈
善
と
悪
の
知
識
〉
を
克
服
す
る
こ
と
、
そ
し
て
〈
神
の
意
志
〉
を
日
々
新
た
に
〈
わ
き
ま

え
知
る
〉
こ
と
に
つ
い
て
思
索
し
ま
し
た
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
知
る
こ
と
の
前
提
と
な
る
〈
人
間
実
存
が
ま
っ
た
く
新
し
く
造
り
変
え

ら
れ
る
こ
と
〉、
つ
ま
り
、
神
と
い
う
根
源
と
の
一
致
が
成
立
し
て
い
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
か
た
ち
に
な
る
こ
と
に
、
中
心
が

置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
〈
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
〉
は
、〈
キ
リ
ス
ト
の
生
を
生
き
る
〉
こ
と
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、

神
の
意
志
を
〈
わ
き
ま
え
知
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、〈
生
き
る
こ
と
〉、〈
行
う
こ
と
〉
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
よ
う
す
る

に
、〈
神
の
意
志
を
行
う
な
か
で
目
が
開
か
れ
る
新
し
い
知
識
〉、
つ
ま
り
〈
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
知
識
〉
が
問
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、〈
キ
リ
ス
ト
と
は
誰
か
〉
と
い
う
問
い
を
、
日
々
新
た
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

す
る
と
、
こ
こ
で
良
心
の
問
題
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
も
し
仮
に
、
私
が
、〈
内
な
る
キ
リ
ス
ト
〉
と
完
全
に
一
致
し
、
キ
リ
ス

ト
が
完
全
に
私
と
い
う
人
間
の
主
体
と
な
る
な
ら
、
も
は
や
私
は
、
自
己
と
本
来
的
自
己
と
の
分
裂
を
経
験
す
る
こ
と
も
な
く
、
し
た

が
っ
て
自
己
の
統
一
の
一
致
を
求
め
る
良
心
の
法
廷
か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
は
ず
で
す
。
も
は
や
私
は
自
己
分
裂
を
経
験
す
る

こ
と
な
く
、〈
意
識
〉
の
場
も
素
通
り
し
て
、
そ
れ
こ
そ
〈
自
ず
と
〉
神
の
意
志
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
本
人
も
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、『
行
為
と
存
在
』
の
な
か
で
『
ド
イ
ツ
神
学
』
か
ら
引
い
て
「
良

心
の
な
い
人
は
、
キ
リ
ス
ト
か
悪
魔
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
人
間
だ
れ
し
も
良
心
を
持
つ
こ
と
を
承
知
し
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
ゆ
え
に
、〈
神
の
意
志
を
わ
き
ま
え
知
る
〉
と
い
う
主
題
で
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
真
剣
な
〈
キ
リ
ス
ト
の
生
〉
へ
の

呼
び
か
け
と
し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、〈
神
の
意
志
を
わ
き
ま
え
知
る
〉
と
い
う
こ
と
は
何
か
理
性
を
排
除
す
る

よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
彼
自
身
が
〈
わ
き
ま
え
知
る
〉
こ
と
の
前
提
を
述
べ
た
と
こ
ろ

で
、「
い
ま
や
、
現
実
に
即
し
て
、
生
き
か
つ
行
動
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
悟
性
・
認
識
能
力
・
妥
当
な
こ
と
に
た
い
す
る
注
意
深
い
知
覚

186

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

186 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:46

 



第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

が
、
生
き
生
き
と
活
動
し
始
め
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 326

）
と
強
調
し
て
お
り
、
む
し
ろ
悟
性
は
そ
の
強
み
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
〈
知
る
〉
こ
と
と
切
り
離
し
え
な
い
〈
生
き
る
〉
と
い
う
テ
ー
マ
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
ま
さ
に
反
ナ
チ
抵
抗
運
動
へ
の

参
与
が
最
高
潮
に
達
し
た
一
九
四
二
年
の
前
半
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
」
に
つ
い
て
書
か
れ

た
部
分
で
、〈
キ
リ
ス
ト
に
即
し
て
〉
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
徹
底
し
て
考
え
ぬ
い
た
跡
が
見
て
取
れ
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、〈
知

る
〉
こ
と
と
〈
生
き
る
〉
こ
と
、
そ
し
て
〈
行
う
〉
こ
と
は
、
切
り
離
し
え
な
い
も
の
で
し
た
。
す
る
と
、
知
る
こ
と
は
ま
た
、
生
き
る

こ
と
を
語
ら
ず
し
て
は
語
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
彼
が
徹
底
的
に
考
え
た
〈
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
〉
に
は
、
神
と
隣
人
を
愛
す
る
が

ゆ
え
に
〈
罪
を
引
き
受
け
る
〉
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

で
は
次
に
、
キ
リ
ス
ト
論
的
に
思
考
さ
れ
た
〈
責
任
を
負
う
生
活
〉
の
な
か
で
、
法
と
良
心
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
の
か
見
て
い
き
ま
す
。

（
二
）〈
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
〉
法
規
範
の
拘
束
か
ら
自
由
に
さ
れ
る
良
心

（
ａ
）
法
規
範
か
ら
の
解
放

先
に
見
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
善
と
悪
に
分
裂
し
た
知
識
を
持
た
ず
、
た
だ
唯
一
の
神

の
意
志
か
ら
生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
は
悪
魔
や
パ
リ
サ
イ
人
に
よ
っ
て
〈
誘
惑
〉
さ
れ
た
時
も
、
善
か
悪
か
と
い
う
二

者
択
一
の
法
則
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
き
自
由
か
ら
語
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
自
由
を
も
っ
て
、
イ
エ
ス
は
す
べ
て

の
律
法
を
自
ら
の
支
配
下
に
置
き
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
、
神
と
人
間
の
た
め
に
、
律
法
の
侵
犯
者
と
な
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
ま
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す
。
例
え
ば
イ
エ
ス
は
、
神
と
人
間
と
に
た
い
す
る
愛
に
お
い
て
、
そ
れ
を
聖
と
す
る
た
め
に
、
安
息
日
の
律
法
を
破
り
ま
し
た
（
マ
ル

コ 

二
章
二
三
―
二
八
節
）。
ま
た
は
、
真
の
父
の
家
に
い
る
た
め
に
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
両
親
に
た
い
す
る
服
従
を

清
め
る
た
め
に
、
彼
ら
の
も
と
を
去
り
、
父
母
敬
慕
の
戒
め
を
破
り
ま
し
た
（
ル
カ 

二
章
四
八
―
五
〇
節
）。
さ
ら
に
は
、
罪
人
や
見
捨

て
ら
れ
た
者
た
ち
と
共
に
食
事
を
し
（
マ
タ
イ 

九
章
一
一
節
）、
人
間
に
た
い
す
る
愛
の
ゆ
え
に
、
そ
の
最
後
の
時
に
、
十
字
架
上
で
神

に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
境
涯
に
身
を
置
き
ま
し
た
（
マ
ル
コ 

一
五
章
三
四
節
）。

こ
う
し
た
イ
エ
ス
に
よ
る
律
法
の
違
反
に
つ
い
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
う
理
解
し
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
は
、
罪
な
き
愛
す
る
方
と
し
て
罪
を
負
わ
れ
た
。
イ
エ
ス
は
、
人
間
の
罪
をゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

連
帯
す
る
こ
と
を
望
ま
れ
、
こ
の
途
上
で

誘
惑
し
よ
う
と
し
た
悪
魔
の
告
発
を
、
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
し
給
う
た
（
マ
ル
コ 

八
章
三
一
―
三
三
節
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
神
と
隣
人
へ
の
奉
仕
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

良
心
を
自
由
に
し
給
う
。
ま
た
ま
さ
に
、
人
間
が
、
人
間
の
罪
の
連
帯
へ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

入
っ
て
い
く
そ
の
と
こ
ろ
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
良
心
を
自
由
に
し
給
う
の
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 279

）。

「
罪
な
き
愛
す
る
方
と
し
て
罪
を
負
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
に
よ
る
贖
罪
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
は
、
罪

な
き
も
の
と
し
て
罪
を
背
負
っ
て
十
字
架
に
か
け
ら
れ
、
人
類
の
罪
を
贖
っ
た
、
と
い
う
理
解
に
基
づ
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、〈
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
〉
人
間
は
、『
行
為
と
存
在
』
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
赦
し
の
な
か
に
、
私

の
罪
を
見
る
」
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
と
は
言
っ
て
も
、
こ
の
贖
罪
と
い
う
〈
恵
み
〉
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て

は
、
何
か
〈
自
動
的
〉
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
服
従
な
き
恵
み
は
、〈
安
価
な
恵
み
〉
だ
と
注

意
を
促
し
て
い
ま
す
。
第
二
期
の
著
『
服
従
』
の
な
か
で
は
、
宗
教
改
革
の
「
恵
み
だ
け
が
赦
し
を
与
え
る
」
と
い
う
教
え
は
、
最
も
安
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

価
な
も
の
を
嗅
ぎ
つ
け
る
〈
人
間
の
宗
教
的
本
能
〉
に
よ
っ
て
、〈
ア
ク
セ
ン
ト
が
移
行
〉
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

「
ル
タ
ー
が
、
恵
み
に
つ
い
て
語
る
時
に
は
い
つ
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
恵
み
を
通
し
て
は
じ
め
て
イ
エ
ス
に
た
い
す
る
ま
っ

た
き
従
順
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
た
、
自
分
自
身
の
生
活
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
恵
み
に
つ
い
て
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
に

し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
が
語
っ
た
こ
と
は
、
恵
み
だ
け
が
そ
れ
を
な
す
〔
赦
し
を
与
え
る
〕
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
彼
の
弟
子
た
ち
は
、
ま
さ
に
文
字
ど
お
り
、
そ
の
よ
う
に
く
り
返
し
語
っ
た
の
で
あ
る
が
、
た
っ
た
ひ
と
つ
相
違

す
る
点
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
弟
子
た
ち
は
す
ぐ
さ
ま
省
い
て
し
ま
い
、
考
慮
す
る
こ
と
も
、
語
る
こ
と
も
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
と
は
、
ル
タ
ー
が
い
つ
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
服
従
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
弟

子
た
ち
の
教
え
は
、
ル
タ
ー
の
教
え
か
ら
見
て
議
論
の
余
地
な
き
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
教
え
は
、
地
上
に

お
け
る
神
の
高
価
な
恵
み
の
啓
示
と
し
て
の
宗
教
改
革
の
終
局
な
い
し
破
棄
と
な
っ
た
」（D

BW
 4, 36

）。

ル
タ
ー
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
〈
ア
ク
セ
ン
ト
の
移
行
〉
と
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
恵
み
と
い
う
も
の

が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
た
い
す
る
服
従
に
お
い
て
成
立
す
る
信
仰
生
活
の
〈
結
論
〉
で
は
な
く
、
人
間
の
側
か
ら
あ
ら
か
じ
め

0

0

0

0

0

計

算
す
る
こ
と
の
で
き
る
〈
前
提
〉
と
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
い
ま
す
。
彼
は
〈
安
価
な
恵
み
〉
と
〈
高
価
な
恵

み
〉
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
対
称
性
は
、
神
の
恵
み
に
た
い
す
る
人
間
の
服
従
が
な
さ
れ
る
か
否

か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
恵
み
が
た
ん
な
る
〈
教
理
・
原
理
・
体
系
〉
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
生
の
新
し
い
変
革
を
生
み
出
す
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
恵
み
が
真
に
力
を
持
つ
の
は
、
救
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
実
存
的
に
受
け
と
め
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
の
全
面
的
転

換
が
生
ず
る
時
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
死
し
て
生
き
返
っ
た
も
の
、〈
再
生
〉
し
た
も
の
と
し
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て
、
全
人
格
を
か
け
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
従
う
時
に
、
恵
み
は
真
に
〈
高
価
な
〉
も
の
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
、
服
従
な
き
贖
罪
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

ゆ
え
に
良
心
を
解
放
さ
れ
、
罪
を
引
き
受
け
る
と
い
う
際
に
、
も
し
そ
れ
が
、
全
人
格
を
か
け
て
イ
エ
ス
に
服
従
す
る
生
活
に
お
い
て
で

な
け
れ
ば
、
そ
の
罪
が
す
で
に
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
贖
わ
れ
た
罪
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、〈
キ
リ
ス
ト
の
生
〉
を

生
き
る
な
か
で
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
に
服
従
す
る
生
活
の
な
か
で
与
え
ら
れ
る
良
心
の
解
放
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
で
は
じ
っ
さ
い
に
、
キ
リ
ス
ト
に
即
し
た
生
活
に
つ
い
て
思
索
さ
れ
た
「
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
」
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

こ
の
構
造
が
、
す
で
に
〈
罪
を
引
き
受
け
る
用
意
と
自
由
〉
と
い
う
も
の
を
含
む
こ
と
は
、
注
意
に
値
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
ｂ
）
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造

　
　

①
〈
責
任
〉
と
い
う
概
念

〈
善
〉
と
は
何
か

〈
責
任
〉
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
善
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
し
て
い
ま
す
。
彼
に

よ
れ
ば
、
従
来
の
倫
理
的
思
考
に
お
い
て
は
、
二
重
の
意
味
で
〈
抽
象
化
〉
が
支
配
的
で
し
た
。
第
一
に
、
孤
立
し
た
〈
個
人
〉
が
倫
理

的
主
体
と
し
て
前
提
さ
れ
て
お
り
、
第
二
に
、
こ
の
個
人
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
規
範
（M

aßstab

）
と
し
て
の
〈
善
〉
が
探
求
さ
れ
た
か

ら
で
す
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
歴
史
に
お
い
て
は
、
善
と
悪
と
は
、
そ
の
純
粋
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
こ

と
を
見
抜
い
て
い
ま
し
た
（D

BW
 6, 246

）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
善
の
認
識
に
は
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
反
抗
す
る
意
志
が
対
立
す
る

た
め
に
、
現
実
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
「
ビ
ュ
リ
ダ
ン
の
ロ
バ
」
の
た
と
え
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

を
も
っ
て
見
た
よ
う
に
、
良
心
が
善
を
決
定
で
き
ず
に
座
礁
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
た

び
た
び
、
人
間
を
生
の
現
実
か
ら
引
き
離
し
、
特
定
の
原
則
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
倫
理
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、

「
純
粋
に
私
的
・
観
念
的
な
真
空
地
帯
」
に
移
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
え
ま
す
（D

BW
 6, 247

）。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
「
善
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
人
間
の
歴
史
的
実
存
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら

れ
、
決
定
さ
れ
る
も
の
で
す
。「
善
と
は
何
か
を
問
う
問
い
は
、
も
は
や
生
と
は
何
か
、
歴
史
と
は
何
か
を
問
う
問
い
と
切
り
離
す
こ
と

は
で
き
な
い
」（D

BW
 6, 246

）。
つ
ま
り
、
人
間
や
事
物
や
制
度
や
権
力
に
た
い
す
る
生
き
た
関
わ
り
の
真
っ
只
中
で
決
定
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
の
現
実
を
切
り
離
し
て
し
ま
い
が
ち
な
〈
規
範
倫
理
〉
で
は
な
く
、
状
況
に
即
し
た
〈
状
況

倫
理
〉
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ま
た
、
状
況
倫
理
に
お
い
て
は
、
個
別
の
決
断
を
状
況
の
な
か
に
埋
没
さ
せ

て
し
ま
い
、
既
存
の
現
実
を
正
当
化
す
る
危
険
に
つ
ね
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
倫
理
は
、
生
の
現
実
を
い
っ
そ
う
深
い
次
元
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
イ
エ

ス
の
「
わ
た
し
は
生
命
で
あ
る
」（
ヨ
ハ
ネ 

一
一
章
二
五
節
、
一
四
章
六
節
）
と
い
う
言
葉
に
基
づ
き
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
そ
の

も
の
で
あ
り
、
こ
の
生
に
参
与
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
、
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

「
彼
〔
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
〕
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
を
、
神
に
受
け
い
れ
ら
れ
、
担
わ
れ
、
愛
さ
れ
、
神
と
和
解
せ
し

め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
見
る
」（D

BW
 6, 253

）。

〈
こ
の
世
の
現
実
〉
は
、
こ
の
〈
神
の
現
実
〉
に
よ
っ
て
、
す
で
に
受
け
い
れ
ら
れ
、
担
わ
れ
、
和
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
か

ら
、
次
の
よ
う
に
〈
善
〉
が
規
定
さ
れ
ま
す
。
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「
善
と
は
、
現
実
性
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
根
源
・
本
質
・
目
標
に
お
い
て
存
在
す
る
生
命
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、『
キ

リ
ス
ト
が
わ
た
し
の
生
命
で
あ
る
』〔
フ
ィ
リ
ピ 

一
章
二
一
節
〕
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
お
け
る
生
命
で
あ
る
。
善
と
は
、
生
命
の

質
で
は
な
く
、〈
生
命
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
。〈
善グ

ー
ト
・
ザ
イ
ン

く
あ
る
〉
と
は
〈
生レ

ー
ベ
ン
き
る
〉
こ
と
で
あ
る
」（D

BW
 6, 252

）。

応
答
と
し
て
の
〈
責
任
〉

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
応
答
〉
に
た
い
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
す
で
に
本
書
の
第
一
章
で
も
ふ
れ
ま
し
た
が）76
（

、
彼
の
考
え
に
よ
る
と
、

人
間
の
生
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生

―
受
肉
し
、
苦
難
を
受
け
、
復
活
し
た
生

―
に
た
い
す
る
応
答
（A

ntw
ort

）
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
生
活
の
全
体
を
も
っ
て
す
る
〈
応
答
〉
を
、
彼
は
〈
責
任
〉（Verantw

ortung

）
と
呼
ん
で
い
ま
す

（D
BW

 6, 254

）。
そ
れ
は
、
有
用
性
と
か
特
定
の
原
則
の
適
用
と
い
っ
た
部
分
的
な
応
答
で
は
な
く
、
生
活
の
全
体
を
か
け
た
事
柄
を

指
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
〈
責
任
倫
理
〉
に
つ
い
て
思
索
し
た
時
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber 1864-1920

）

を
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
講
演
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』（Politik als Beruf, 1919

）

の
な
か
で
〈
心
情
倫
理
〉
と
対
比
さ
せ
て
用
い
た
も
の
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
す
で
に
一
九
三
一
年
に
行
っ
た
講
義
「
二
〇
世
紀

の
組
織
神
学
の
歴
史
」（D

BW
 11, 140-213

）
の
な
か
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、「
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど

の
即
事
性
、
こ
れ
こ
そ
が
、
神
学
が
彼
か
ら
学
ぶ
べ
き
唯
一
の
事
柄
で
あ
る
」（D

BW
 11, 193

）
と
高
く
評
価
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た

じ
っ
さ
い
に
『
倫
理
』
の
な
か
で
、
こ
の
〈
責
任
〉
と
い
う
言
葉
は
、「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
に
最
高
度
の

資
格
を
持
つ
重
大
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
続
け
て
、「
そ
れ
で
も
、
な
お
十
分
と
は
言
い
が
た
い
」

（D
BW

 6, 254

）
と
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
彼
の
責
任
概
念
は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
概
念
を
超
え
よ
う
と
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
宮
田
光
雄
の
理
解
に
従
っ
て
述
べ
る
と）77
（

、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
〈
責
任
倫
理
〉
と
い
う
概
念
を
提
出
し
た
時
、
彼
は
「
山

上
の
説
教
」（
マ
タ
イ 

五
章
一
―
二
九
節
）
に
示
さ
れ
る
〈
福
音
の
絶
対
倫
理
〉
を
、
行
為
か
ら
生
ま
れ
る
結
果
を
考
慮
し
な
い
〈
心
情

倫
理
〉
の
典
型
と
し
て
示
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
彼
の
『
服
従
』
に
お
け
る
「
山
上
の
説
教
」
の
釈
義
か

ら
し
て
も
、
イ
エ
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
た
ん
な
る
〈
心
情
倫
理
〉
と
し
て
捉
え
て
は
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、「
敵
を
愛
し
な
さ
い
」

と
い
う
〈
愛
敵
〉
の
教
え
（
マ
タ
イ 

五
章
四
三
節
以
下
）
に
し
て
も
、〈
私
人
〉
の
こ
と
と
〈
公
人
〉
の
こ
と
と
に
〈
分
裂
〉
さ
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
の
〈
愛
敵
〉
の
戒
め
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
敵
の
間
で
分
け
隔
て
さ
れ
な
い
も
の
で

す
。

「
そ
れ
が
政
治
上
の
敵
で
あ
れ
、
宗
教
上
の
敵
で
あ
れ
、
敵
は
、
イ
エ
ス
に
服
従
す
る
者
に
、
分
け
隔
て
の
な
い
愛
の
ほ
か
は
何
も

期
待
し
な
い
。
こ
の
愛
は
、
私
自
身
の
な
か
で
も
、
私
人
と
し
て
の
私
と
職
務
上
の
公
人
と
し
て
の
私
と
の
間
の
分
裂
を
認
識
し
な

い
」（D

BW
 4, 142

）。

そ
れ
に
た
い
し
て
、
ル
タ
ー
主
義
的
な
〈
二
王
国
論
〉
は
、
愛
敵
の
教
え
を
キ
リ
ス
ト
者
の
個
人
の
生
活
に
限
定
し
、
公
の
生
活
で
は
、

そ
れ
と
は
別
の
〈
政
治
の
固
有
法
則
〉
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、〈
山
上
の
説
教
〉
を
〈
心
情

倫
理
〉
へ
と
内
面
化
し
、
国
家
と
社
会
と
に
た
い
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
危
険
を
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

ま
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
で
は
、
政
治
上
の
〈
敵
―
味
方
〉）78
（

の
概
念
に
関
連
し
て
、
民
族
や
血
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
声
が
支
配
的
で

し
た
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
教
会
の
内
外
で
叫
ば
れ
て
い
る
「
血
や
歴
史
や
味
方
で
あ
る
こ
と
」（D

BW
 4, 147

）
に
よ
っ
て
自
分
と
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つ
な
が
る
者
の
み
を
愛
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
こ
と
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
愛
は
、
人
間
に

と
っ
て
の
自
然
な
感
情
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
は
「
ま
や
か
し
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
倫
理
の
大
き
な
誤
謬
で
あ
る
」（D

BW
 

4, 147

）
と
断
じ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
イ
エ
ス
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
た
ん
な
る
〈
心
情
倫
理
〉
の
表
現
と
は
見
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

む
し
ろ
、
そ
こ
に
〈
心
情
倫
理
〉
と
〈
責
任
倫
理
〉
と
の
両
方
を
備
え
、
両
者
の
区
別
を
超
え
る
よ
う
な
倫
理
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

さ
ら
に
宮
田
の
理
解
に
従
っ
て
述
べ
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
代
表
的
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈

―
例
え
ば
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
ル
フ

タ
ー
（W

olfgang Schluchter 1938- 

）
や
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（Jürgen H

aberm
as 1929- 

）
な
ど

―
に
よ
れ
ば
、〈
心
情

倫
理
〉
か
ら
〈
責
任
倫
理
〉
へ
と
移
行
す
る
な
か
で
、
宗
教
的
な
基
盤
か
ら
の
倫
理
の
解
放
が
生
じ
た
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
世
俗
化

さ
れ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
解
に
お
い
て
〈
責
任
〉
と
は
、
歴
史
の
〈
前
〉
で
の
、
自
己
の
国
民
〈
に
た
い
す
る
〉
責
任
を
意
味
す
る
と
言
い

ま
す）79
（

。
し
か
し
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ピ
ヒ
ト
（G

eorg Picht 1913-1982

）
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
責
任
と
は
、
元
来
は
、
最
後
の

審
判
に
お
い
て
、
神
の
前
で
弁
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
根
源
的
体
験
に
由
来
す
る
も
の
で
し
た 

）
80
（

。
ま
た
そ
こ
か
ら
、
人
間
の
〈
前
〉

で
人
間
に
〈
た
い
す
る
〉
責
任
も
引
き
出
さ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
見
た
イ
エ
ス
の
「
終
わ
り
の
日
の
裁
き
に
つ
い
て
の
た
と
え
話
」（
マ
タ

イ 

二
五
章
三
一
―
四
六
節
）
で
も
、
イ
エ
ス
の
「
兄
弟
で
あ
る
最
も
小
さ
い
者
の
ひ
と
り
」
に
た
い
し
て
愛
の
行
為
を
行
っ
た
か
否
か

と
い
う
〈
責
任
〉
が
問
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

「
責
任
は
、
神
の
前
で
、
神
の
た
め
に
生
じ
、
人
び
と
の
前
で
、
人
び
と
の
た
め
に
生
じ
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
に
関
す
る
責
任
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
な
か
に
の
み
、
自
分
自
身
の
生
活
に
た
い
す
る
責
任
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

255f.

）。

〈
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
〉
を
規
定
す
る
二
つ
の
要
素 

―
〈
束
縛
〉
と
〈
自
由
〉

―

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
る
〈
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
〉
は
、
二
重
の
要
素
、
つ
ま
り
第
一
に
「
神
と
人
間
と
に
生
活
を
束
縛

0

0

さ

れ
る
こ
と
」、
第
二
に
「
自
分
自
身
の
生
活
の
自
由

0

0

」
と
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 256

）。
こ
の
〈
束

縛
〉
と
〈
自
由
〉
な
し
に
は
、
責
任
あ
る
生
活
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
こ
の
束
縛
の
な
か
で
自
分
を
空
し
く
し
た
生
活
だ
け
が
、
き
わ
め
て

自
分
自
身
の
も
の
で
あ
る
生
活
と
行
為
の
自
由
の
な
か
に
存
す
る
と
言
い
ま
す
。〈
束
縛
〉
に
つ
い
て
は
、〈
代
理
〉
と
〈
現
実
に
対
応
す

る
即
応
性
〉
と
い
う
側
面
か
ら
、
ま
た
〈
自
由
〉
に
つ
い
て
は
、
生
活
と
行
為
の
〈
自
己
帰
責
〉

―
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
の
責
任
を

自
分
に
帰
す
る
こ
と

―
と
、
具
体
的
な
決
断
の
〈
冒
険
〉
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
〈
代

理
〉
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　

②
代
理
（Stellvertretung

）

〈
応
答
〉
の
構
造
と
し
て
の
責
任
は
、
さ
ら
に
〈
代
理
〉
の
構
造
も
持
っ
て
い
ま
す
。〈
代
理
的
愛
〉
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
一
章
で
述

べ
ま
し
た
が）81
（

、『
倫
理
』
に
お
い
て
は
、
よ
り
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
責
任
を
負
う
こ
と
は
、
代
理
と
い
う
こ
と
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
他
の
人
に
代
わ
っ
て

―
例
え
ば
、
父
親
と
し

て
、
政
治
家
と
し
て
、
教
師
と
し
て

―
行
動
す
る
こ
と
が
、
直
接
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
関
係
の
な
か
で
、
最
も
よ
く

明
ら
か
に
な
る
」（D

BW
 6, 256f.

）。
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例
え
ば
父
親
は
、
子
供
た
ち
の
た
め
に
は
た
ら
き
、
戦
い
、
苦
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
た
ち
に
代
わ
っ
て
行
動
し
ま
す
。
そ
の
よ

う
に
し
て
父
親
は
、
子
供
た
ち
の
代
理
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
父
親
は
孤
立
し
た
個
人
で
は
な
く
、「
自
分
自
身
の
な
か
で
、
複
数
の

人
び
と
のダ

ス
・
イ
ッ
ヒ
私
と
、
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
」
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
現
実
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
倫
理
的
行
為
の
主
体
は
、「
孤
独
な

個
人
で
あ
る
」
と
い
う
た
ん
な
る
個
人
主
義
的
理
解
は
打
ち
砕
か
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
考
え
ま
し
た
（D

BW
 6, 

257

）。
彼
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
責
任
の
〈
代
理
〉
の
構
造
を
根
源
的
に
可
能
に
す
る
の
は
、
人
間
の
た
め
に
神
の
前
で
〈
代
理
〉
と

な
っ
た
イ
エ
ス
の
存
在
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

「
イ
エ
ス
は
自
己
の
う
ち
に
、
す
べ
て
の
人
間
の
〈ダ

ス
・
イ
ッ
ヒ

私
〉
を
受
け
い
れ
、
担
わ
れ
る
方
と
し
て
の
み
生
活
さ
れ
た
。
彼
の
生
涯
、
行

動
、
苦
難
の
全
体
は
、
代
理
で
あ
っ
た
。
人
間
が
生
き
、
行
動
し
、
苦
し
む
は
ず
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
彼
に
お
い
て
成
就
し
て
い

る
。
彼
の
人
間
的
実
存
が
形
成
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
現
実
的
な
代
理
的
行
為
に
お
い
て
、
彼
は
、
ま
さ
し
く
責
任
を
負
う
方
で
あ
ら

れ
る
」（D

BW
 6, 258

）。
そ
し
て
イ
エ
ス
と
同
じ
く
、「
代
理
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
、
自
分

自
身
の
生
活
を
他
の
人
び
と
の
た
め
に
捧
げ
つ
く
す
と
こ
ろ
に
の
み
存
在
す
る
。
た
だ
無
私
の
も
の
と
し
て
生
き
る
者
の
み
が
、
責

任
的
に
生
き
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 258

）。

こ
う
し
た
代
理
は
、
具
体
的
状
況
の
な
か
で
、
具
体
的
な
隣
人
に
た
い
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、
苦
難
を
受

け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
、
代
理
す
る
者
と
な
る
こ
と
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

　
　

③
現
実
に
た
い
す
る
即
応
性
（W

irklichkeitsgem
äßheit

）

責
任
を
負
う
人
間
は
、
そ
の
具
体
的
可
能
性
に
お
い
て
具
体
的
な
隣
人
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
関
わ
り
方
は
、
最
初
か
ら

原
則
的
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
所
与
の
状
況
に
応
じ
て
成
立
す
る
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
は
、
強
引
に
押
し
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
絶
対
的
に
妥
当
性
を
持
つ
原
則
を
手
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、「
相
対
的
な
悪
に
た

い
し
て
相
対
的
な
善
を
優
先
的
に
選
ぶ
こ
と
、〈
絶
対
的
な
善
〉
は
時
と
し
て
は
最
悪
の
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ

と
」（D

BW
 6, 260

）
こ
そ
が
、
責
任
を
負
う
行
動
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
〈
現
実
即
応
性
〉
と
い
う
概
念
は
、
例
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
（Friedrich W

ilhelm
 N

ietzsche 1844-1900

）
の
言
う
よ
う
な
既
成

事
実
と
し
て
の
事
実
に
た
い
す
る
〈
奴
隷
的
屈
従
〉
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
責
任
性
の
喪
失
と
も
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。
そ
の
逆
に
、
何
ら
か
の
よ
り
高
度
な
理
念
的
現
実
の
名
に
お
い
て
事
実
を
原
則
的
に
拒
否
す
る
こ
と
も
意
味
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
真

の
現
実
即
応
性
に
は
、
既
成
事
実
に
た
い
す
る
承
認
と
反
対
と
が
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
上
で

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
世
の
〈
現
実
〉
は
、
真
の
〈
現
実
的
な
方
〉（der W

irkliche

）
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
か
ら
、
そ
の

肯
定
と
否
定
、
そ
の
権
利
と
制
限
と
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
〈
現
実
〉
と
い
う
概
念
を
キ
リ
ス
ト
論
的
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
論
理
は
、
や
や
難
解
な
印
象
を
与
え
ま
す
が
、
彼
は

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

「
神
は
人
間
と
な
り
、
人
間
の
肉
体
を
受
け
と
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
の
世
界
を
神
と
和
解
せ
し
め
ら
れ
た
。
人
間
と
そ
の

現
実
に
た
い
す
る
肯
定
は
、
こ
の
神
が
人
間
を
受
け
い
れ
給
う
た
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
起
こ
っ
た
」（D

BW
 6, 261f.

）。
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た
だ
し
、
人
間
と
そ
の
現
実
が
神
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
の
は
、
人
間
と
そ
の
現
実
が
神
の
肯
定
に
価
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
人
間
と
そ
の
現
実
が
神
の
否
定
に
価
し
た
」（D

BW
 6, 262

）
か
ら
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
「
人
間
の
本
質
そ
の
も

の
の
上
に
下
さ
れ
た
神
の
呪
い
を
ご
自
分
の
身
に
受
け
と
り
、
苦
難
を
受
け
た
も
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
受
け
い
れ
、
肯
定
さ
れ

た
」（D

BW
 6, 262

）
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
言
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
人
間
の
現
実
と
こ
の
世
の
現
実
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
に
お
い
て
、
肯
定
さ
れ
る
と
同
時
に
否
定
さ
れ
て
お

り
、〈
現
実
〉
と
は
、
こ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
肯
定
と
否
定
が
同
時
に
成
立
す
る
と
こ
ろ
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
人
間
と
こ
の
世
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
否
定
さ
れ
て
在
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
真
に
こ
の
世
が
こ
の
世
で
あ
り
、
真
に
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
名
の
〈
現
実
〉
に

お
い
て
、
不
断
に
空
じ
ら
れ
つ
つ
在
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
キ
リ
ス
ト
に
即
応
す
る
行
動

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
す
な
わ
ち
現
実
に
即
応
す
る
行
動

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
」

（D
BW

 6, 262

）（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
、
一
見
す
る
と
突
飛
に
も
思
わ
れ
る
命
題
が
、
少
し
近
づ
き
や
す
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
よ
う
す
る
に
、
現
実
に
即
応
す
る
行
動
と
は
、「
こ
の
世
を
こ
の
世
た
ら
し
め
る
も
の
」
で
あ
り
、「
こ
の
世
を
こ
の
世
と

し
て
直
視
し
、
こ
の
世
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
、
裁
か
れ
、
和
解
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
を
け
っ
し

て
目
か
ら
離
さ
な
い
」（D

BW
 6, 263

）
も
の
な
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
こ
の
世
〉
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
空
じ
ら
れ

て
在
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
つ
ね
に
そ
こ
に
あ
る
よ
う
な
行
動
が
、
現
実
に
即
応
す
る
行
動
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
行
動

が
逆
に
、
こ
の
世
を
真
に
こ
の
世
た
ら
し
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
和
解
か
ら
出
発
す
る
人
間
の
行
動
は
、「
冷
静
に
し
て
単
純
な
、
現
実
に

即
応
す
る
行
動
」
で
あ
り
、「
代
理
し
つ
つ
責
任
を
負
う
行
動
」
だ
と
言
い
ま
す
（D

BW
 6, 266

）。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
こ
の
世
の
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

現
実
に
即
応
し
た
行
動
と
は
、
世
界
の
な
か
に
そ
れ
自
身
と
し
て
存
在
す
る
〈
固
有
法
則
性
〉（Eigengesetzlichkeit

）
を
見
出
し
て
、

そ
れ
に
応
じ
て
行
動
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
を
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
愛
さ
れ
、
裁
か
れ
、
和
解
を
受
け
た
世

と
し
て
、
つ
ま
り
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
具
体
的
な
責
任
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
著
）

（D
BW

 6, 266
）
と
し
て
受
け
と
り
、
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。

ま
た
、
現
実
に
即
応
す
る
行
動
も
人
間
の
限
界
づ
け
の
下
に
あ
る
こ
と
を
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
は
っ
き
り
認
め
て
い
ま
す
。

「
何
か
無
制
限
の
原
則
を
ど
こ
ま
で
も
貫
徹
す
る
こ
と
が
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
与
え
ら
れ
た
状
況
の
下
で
、
観
察
し
、

慎
重
に
考
量
し
、
評
価
し
、
決
断
し
て
、
し
か
も
そ
れ
ら
す
べ
て
を
人
間
的
認
識
一
般
の
制
限
の
な
か
で
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
」（D

BW
 6, 267

）

け
っ
し
て
人
間
が
無
制
限
の
責
任
を
問
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
限
界

の
な
か
に
お
い
て
も
責
任
は
現
実
の
全
体
に
お
よ
ん
で
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、〈
よ
き
意
志
〉
を
問
う
だ
け
で
は
な
く
、
行
動
の

〈
よ
き
結
果
〉
を
も
問
う
か
ら
で
す
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
目
を
、
あ
え
て
最
も
近
い
将
来
に
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
行
動
の
結
果
は
真
剣
に
考
慮
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
し
、
同
様
に
、
自
分
の
動
機
、
つ
ま
り
自
分
の
心
情
を
吟
味
す
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 6, 267

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
宮
田
も
述
べ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
述
べ
る
〈
心
情
倫
理
〉
と
〈
結
果
責
任
〉
の
両
方
を
視
野
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に
入
れ
、
そ
れ
ら
の
分
裂
を
超
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す）82
（

。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
即
応
す
る
行
動
は
、
け
っ
し
て

非
現
実
的
な
幻
想
を
追
う
も
の
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
を
具
体
化
す
る
可
能
性
を
追
求
す
る
も
の
な
の
で
す
。

「
世
界
を
根
本
か
ら
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
場
所
で
、
現
実
を
見
す
え
た
不
可
欠
な
こ
と
を
行
う
こ
と
が
、

課
題
と
な
り
う
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
じ
っ
さ
い
に
何
が
で
き
る
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
な
ら
ず
し
も
直
ち
に
最
後
的

な
行
動
に
出
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
責
任
あ
る
行
動
は
、
無
条
件
的
（blind

）
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
」

（D
BW

 6, 267
）。

こ
こ
に
は
、
例
え
ば
ヒ
ト
ラ
ー
の
よ
う
に
、
黙
示
録
的
な
終
末
論
に
立
っ
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
現
実
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
性
急
さ
へ

の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
ナ
チ
ス
運
動
を
押
し
進
め
る
こ
と
は
、
造
物
主
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で

あ
り
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
自
ら
の
う
ち
に
す
で
に
正
し
さ
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
も
関
連
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
最
も
注
目
す
べ
き
重
要
な
論
点
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
責
任
を
負
う
行
動
は
、
自
分
が
究
極
的
に
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
知
る
こ
と
を
断
念
す
る
。
神
が
人
間

0

0

と
な
り
、
ま
た
神0

が
人
間

と
な
ら
れ
た
こ
と
を
見
つ
め
つ
つ
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
的
・
客
観
的
な
状
況
を
責
任
的
に
考
慮
し
な
が
ら
な
さ
れ
る
行
為
は
、
そ
れ
が

遂
行
さ
れ
る
瞬
間
に
、
た
だ
神
の
御
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
自
分
自
身
の
善
悪
に
つ
い
て
最
終
的
に
は
知
ら
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ

て
、
恵
み
を
頼
み
と
す
る
こ
と
が
、
責
任
あ
る
歴
史
的
行
動
に
本
質
的
な
事
柄
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
行
動
す
る
者
は
、
そ

の
理
念
に
お
い
て
自
分
自
身
が
正
当
化
さ
れ
る
の
を
見
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
責
任
を
負
っ
て
行
動
す
る
者
は
、
自
ら
の
行
動
を
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

神
の
御
手
に
ゆ
だ
ね
、
神
の
恵
み
と
裁
き
に
よ
っ
て
生
き
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 268

）。

し
た
が
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
責
任
を
負
う
行
動
と
は
、
自
ら
の
善
悪
の
知
識
を
頼
み
と
し
て
自
己
正
当
化
す
る
い
っ
さ

い
の
試
み
を
断
念
し
、
た
だ
神
の
恵
み
と
裁
き
に
ゆ
だ
ね
る
も
の
な
の
で
す
。

　
　

④
事
柄
に
た
い
す
る
即
応
性
（Sachgem

äßheit

）

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
す
で
に
〈
代
理
〉
に
つ
い
て
論
じ
た
節
で
〈
事ザ

ッ
ヘ柄

〉（Sache

）
に
た
い
す
る
責
任
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
し
、

そ
れ
を
さ
ら
に
〈
事
柄
に
た
い
す
る
即
応
性
〉
と
呼
ん
で
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
即
応
性
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
ず
一
つ
目
に
つ
い
て
、
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

第
一
に
、「
神
と
人
間
と
に
た
い
す
る
根
源
的
・
本
質
的
・
合
目
的
的
関
係
か
ら
、
つ
ね
に
目
を
離
す
こ
と
な
く
持
た
れ
る
、
事
物

に
た
い
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
関
係
で
あ
り
、
即ザ

ッ
ハ
リ
ヒ
カ
イ
ト

事
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
清
め
、
事ザ

ッ
ヘ柄
に
た

い
す
る
献
身
の
激
情
を
押
し
殺
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
純
化
し
て
強
め
る
」（D

BW
 6, 269f.

）。

こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、〈
ザ
ッ
ヘ
に
た
い
す
る
献
身
の
激グ

ル
ー
ト情
〉
と
い
う
時
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
著
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』

の
な
か
で
政
治
家
の
第
一
の
資
質
と
し
て
取
り
上
げ
た
〈
ザ
ッ
ヘ
に
た
い
す
る
情
熱
的
献
身
〉
と
い
う
言
い
回
し
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま

す
。
し
か
し
宮
田
が
述
べ
る
よ
う
に）83
（

、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
て
言
う
時
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
〈
価
値
自
由
〉
の

議
論
に
通
ず
る
も
の
が
伺
え
ま
す
。
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「
事ザ

ッ
ヘ柄

に
た
い
す
る
奉
仕
が
、
個
人
的
な
諸
々
の
付
随
目
的
か
ら
い
っ
そ
う
純
化
さ
れ
て
自
由
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
事
柄

は
、
神
と
人
間
と
に
た
い
す
る
根
源
的
な
関
わ
り
を
い
っ
そ
う
回
復
し
、
そ
れ
は
、
人
間
を
自
分
自
身
か
ら
い
っ
そ
う
自
由
に
す
る

の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 270

）。

一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、〈
価
値
自
由
〉
と
は
、
価
値
評
価
に
距
離
を
置
く
自
由
な
態
度
を
言
い
ま
す
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
そ

れ
は
、
一
定
の
価
値
前
提
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
前
提
と
な
る
価
値
理
念
を
も
対
象
に
し
て
吟
味

に
付
す
認
識
主
体
の
自
由
な
態
度
を
指
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
認
識
の
あ
り
方
を
意
味
し
ま
す）84
（

。

こ
う
し
た
価
値
自
由
の
立
場
と
も
重
な
り
つ
つ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、〈
自
分
自
身
か
ら
の
自
由
〉
と
い
う
こ
と
に
ま
で
深
め
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。〈
科
学
〉
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。

「
例
え
ば
、
科
学
が
、
デ
マ
ゴ
ギ
ー
的
・
教
育
的
・
道
徳
的
根
拠
か
ら
、
誤
っ
た
直
接
的
な
や
り
方
で
、
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
も

の
と
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
は
、
た
だ
人
間
が
損
な
わ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
科
学
も
損
な
わ
れ
る
。
し
か
し
人
間
が
、
科
学

に
お
い
て
、
た
だ
無
条
件
に
真
理
の
認
識
に
仕
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
は
、
自
分
を
空
し
く
し
て
、
自
分
自
身
の
あ
ら
ゆ
る
願
望

を
断
念
す
る
な
か
で
、
自
分
自
身
を
見
出
し
、
人
間
が
無
私
な
も
の
と
し
て
仕
え
る
事ザ

ッ
ヘ柄
は
、
究
極
的
に
は
、
人
間
に
仕
え
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 6, 270

）。

こ
こ
で
例
に
あ
げ
ら
れ
た
堕
落
し
た
〈
科
学
〉
と
い
う
の
は
、
民
族
や
国
家
の
有
用
性
を
優
先
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
、
ナ
チ
ス
の

〈
人
種
論
的
科
学
〉
を
暗
に
示
す
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
科
学
の
客
観
性
が
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ま
た
、
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
価
値
の
自
由
と
は
、
先
の
引
用
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
神
と
人
間
と
に
た
い
す
る
根
源
的
関
わ

り
」
に
連
動
す
る
も
の
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
そ
の
根
拠
を
持
つ
責
任
か
ら
出
発
し
、
根
源
的
関
わ
り
を
回
復

す
る
こ
と
が
問
題
だ
と
言
い
ま
す
（D

BW
 6, 270

）。
ま
た
、
そ
う
し
た
人
間
が
無
私
な
も
の
と
し
て
仕
え
る
事
柄
は
、
究
極
的
に
は
人

間
に
仕
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
、〈
事
柄
に
た
い
す
る
即
応
性
〉
が
持
つ
二
つ
目
の
意
味
と
し
て
は
、〈
事
柄
〉
を
存
続
せ
し
め
て
い
る
〈
本
質
的
な
法
則
〉
あ

る
い
は
〈
存
在
法
則
〉（W

esensgesetz

）
を
示
し
て
い
ま
す
。

第
二
に
、「
す
べ
て
の
事ザ

ッ
ヘ柄

に
は
、
そ
の
起
源
か
ら
、
あ
る
存
在
法
則

0

0

0

0

が
内
在
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
事
柄
が
、

（･･････

）
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
無
関
係
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、〈
事
柄
〉
と
い

う
の
は
、
こ
の
存
在
法
則

0

0

0

0

を
内
包
し
て
い
る
す
べ
て
の
所
与
の
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 270f.

）。

こ
の
〈
存
在
法
則
〉
と
い
う
の
は
、
数
学
や
論
理
学
の
公
理
か
ら
、
国
家
や
家
族
、
工
場
や
株
式
会
社
の
そ
れ
ま
で
も
含
む
と
言
い
ま

す
。
責
任
を
負
う
構
造
の
〈
現
実
即
応
性
〉
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
法
則
を
発
見
し
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
属
し
ま
す
（D

BW
 6, 271

）。

ま
ず
、
こ
う
し
た
法
則
は
、
習
得
さ
れ
る
べ
き
形
式
的
な
技
術
と
し
て
現
れ
る
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
言
い
ま
す
。
そ
の
例
と
し
て
、

〈
国
政
術
〉（Staatskunst

）、
つ
ま
り
国
家
を
統
治
す
る
技
術
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

「
国
政
術
も
ま
た
、
そ
の
技
術
的
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
（
行
政
の
技
術
と
外
交
の
技
術
が
存
在
す
る
）。
し
か
し
、

最
も
広
い
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
は
、
す
べ
て
の
実
定
法
の
秩
序
と
条
約
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
法
律
的
に
は
固
定
さ
れ
て
い
な

203

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

203 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:49

 



い
規
則
や
、
歴
史
の
歩
み
を
通
し
て
是
認
さ
れ
た
内
政
・
外
交
上
の
共
生
形
式
、
つ
い
に
は
、
世
間
一
般
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
国
家

生
活
に
お
け
る
習
俗
規
範
的
な
諸
原
則
さ
え
も
含
ま
れ
て
い
る
。
い
か
な
る
政
治
家
も
、
こ
れ
ら
の
法
則
性
の
ひ
と
つ
で
も
軽
ん
ず

れ
ば
、
非
難
さ
れ
ず
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
傲
慢
に
も
こ
れ
ら
を
軽
視
し
た
り
破
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
現
実
を
誤
認
す
る
こ
と
で

あ
り
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
か
な
ら
ず
や
そ
の
報
い
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
」（D

BW
 6, 271f.

）。

つ
ま
り
、〈
事
柄
に
即
し
た
行
動
〉
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
諸
法
則
性
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
次
の
こ

と
が
否
定
し
が
た
く
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
政
治
の
論
理
に
お
け
る
最
も
核
心
的
な
部
分
へ
と
入
っ
て
い

き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
国
家
の
存
在
法
則
は
、
こ
う
し
た
国
政
術
の
諸
法
則
性
に
よ
っ
て
汲
み
つ
く
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
然

り
、
国
家
の
法
則
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
人
間
の
実
存
と
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
最
終
的
に
は
、
法
則
と
し
て

把
握
し
う
る
も
の
す
べ
て
を
超
え
出
て
ゆ
く
も
の
」（D

BW
 6, 272

）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
こ
の
地
点
に
お
い
て
、
よ
う
や
く

「
責
任
を
負
う
行
動
の
深
部
」
に
い
た
る
と
言
い
ま
す
（D

BW
 6, 272

）。

「
あ
る
国
家
に
と
っ
て
（･･････

）
形
式
的
な
法
則
に
事ザ

ッ
ハ
リ
ヒ

務
的
に
従
う
こ
と
が
、
歴
史
の
生
き
た
経
過
の
な
か
で
、
人
間
の
な
ま
の

ま
ま
の
生
の
必
然
性
と
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
事
柄
に
即
し
た
責
任
を
負
う
行
動
は
、
原
理
的
＝
法
則
的
な
も

の
の
領
域
、
標
準
的
な
も
の
、
規
則
的
な
も
の
の
領
域
を
超
え
出
て
、
も
は
や
い
か
な
る
法
則
に
よ
っ
て
も
規
制
さ
れ
え
な
い
究
極

の
必
然
性
と
い
う
非
常
事
態
に
直
面
す
る
」（D

BW
 6, 272

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
こ
で
〈
人
間
の
な
ま
の
ま
ま
の
生
の
必
然
性
〉
と
い
う
実
存
主
義
的
な
表
現
を
用
い
て
い
ま
す
。
し
か
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

し
、
続
く
文
章
の
な
か
で
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
（N

iccolò di Bernardo M
achiavelli 1469-1527

）
の
〈
必
然
性
〉（necessità

）
と
い
う

言
葉
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
政
治
に
関
わ
る
者
が
手
段
と
し
て
の
権
力
と
暴
力
性
と
に
関
わ
ら

ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
事
実
を
指
す
も
の
で
し
ょ
う
。
彼
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
研
究
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
（Friedrich 

M
einecke 1862-1954

）
の
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
の
第
一
章
「
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
」
の
精
読
に
も
負
う
て
い
た
よ
う

で
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
傍
線
が
引
か
れ
て
い
た
と
言
い
ま
す）85
（

。
例
え
ば
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
こ
の
章
の
終
わ
り
近
く
で
こ
の
よ
う
に
記
し

て
い
ま
す
。

「（･･････

）
没
落
を
欲
し
な
い
君
主
は
、
キ
ツ
ネ
と
も
ど
も
狡
猾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
のnecessità

に
お
い
て
、
ま
た
人

は
お
ぼ
ろ
げ
に

―
そ
れ
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
後
世
ま
で
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
唯
一
の
倫
理
学
的
要
素
で
あ
っ
た

―
道
徳
的
良

心
に
た
い
す
る
非
道
徳
的
な
政
治
の
た
め
の
一
段
と
高
い
正
当
化
を
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
」）

86
（

。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
部
分
に
も
傍
線
を
引
き
、
横
に
鉛
筆
で
「
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
責
任
」
と
い
う
注
釈
を
書
き
込
ん
で
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
宮
田
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
明
ら
か
に
、
こ
の
政
治
の
自
律
性
＝
倫
理
か
ら
の
解
放
と
い
う
論
理
に
、
彼
は
、
一
方
で
は

『
シ
ニ
シ
ズ
ム
』＝
倫
理
へ
の
完
全
な
無
関
心
に
陥
る
危
険
を
見
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
ギ
リ
ギ
リ
の
極
限
状
況
に
お
い
て
自
己
の
最
終

的
決
断
に
賭
け
る
政
治
主
体
の
『
責
任
』＝
緊
張
関
係
を
も
読
み
取
っ
て
い
る
」）87
（

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

  

こ
こ
か
ら
ボ
ン
ヘ
フ
ァ
ー
は
、
さ
ら
に
議
論
を
進
め
て
行
き
ま
す
。

「
こ
の
よ
う
な
必
然
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
も
疑
う
余
地
が
な
い
。
こ
の
必
然
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
現
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実
即
応
的
な
行
動
を
断
念
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
様
に
確
か
な
の
は
、
生
そ
れ
自
身
のウ

ア
タ
ー
ト
ザ
ッ
ヘ

原
事
実
と
し
て
の
こ
の

必
然
性
は
、
い
か
な
る
法ゲ

ゼ
ッ
ツ則
に
よ
っ
て
も
も
は
や
把
握
さ
れ
え
な
い
し
、
ま
た
、
け
っ
し
て
そ
れ
自
身
が
法
則
と
は
な
り
え
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
必
然
性
は
、
行
動
す
る
者
の
い
か
な
る
法
則
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
な
責
任
に
向
か
っ
て
、
直
接
訴
え

る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
非
常
事
態
を
作
り
出
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
極
限
的
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の

理ラ
ー
テ
ィ
オ性
に
さ
ま
ざ
ま
な
逃
げ
道
を
与
え
て
お
か
ず
、
最ウ

ル
テ
ィ
マ
・
ラ
ー
テ
ィ
オ

後
の
手
段
と
い
う
問
題
の
前
に
立
た
せ
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 273

）。

こ
の
〈
ウ
ル
テ
ィ
マ
・
ラ
ー
テ
ィ
オ
〉（ultim

a ratio

）
と
い
う
ラ
テ
ン
に
語
は
、〈
非
常
手
段
〉
や
〈
最
後
の
手
段
〉
と
い
う
意
味
が

あ
り
ま
す
。
政
治
の
領
域
に
お
い
て
は
、
た
び
た
び
戦
争
を
意
味
し
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
ほ
か
に
も
、「
自
分
の
側
が
生
き
の

び
る
た
め
に
不
可
欠
な
、
虚
偽
や
条
約
破
棄
で
も
あ
る
」（D

BW
 6, 273

）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
限
界
状
況

と
し
て
の
「
ラ
ー
テ
ィ
オ
の
法
則
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
も
の
で
あ
り
、「
非
合
理
的
な
行
動
」（D

BW
 6, 273

） 

と
言
え
ま
す
。
彼

は
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
ま
す
。

「
も
し
ウ
ル
テ
ィ
マ
・
ラ
ー
テ
ィ
オ
そ
れ
自
身
が
、
ふ
た
た
び
ひ
と
つ
の
合
理
的
な
法
則
に
な
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
極
限
的

ケ
ー
ス
か
ら
正
常
な
状
態
が
、
ネ
チ
ェ
シ
タ
か
ら
ひ
と
つ
の
技
術
が
作
り
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
は
ま
っ
た
く
の
根
底
に
お
い

て
、
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」（D

BW
 6, 273

）。

確
か
に
、
も
し
〈
例
外
〉
か
ら
〈
正
常
〉
が
引
き
出
さ
れ
、〈
例
外
〉
が
〈
原
則
〉
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
す
べ
て
は
根
底
か
ら
覆

さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
逆
さ
ま
に
な
っ
た
世
の
中
で
教
育
さ
れ
て
き
た
人
の
多
く
が
、〈
原
則
〉
を
疑
お
う
と
し
ま
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
〈
正
常
〉
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
場
合
、
他
律
的
良
心
は
、
そ
の
〈
原
則
〉
が
通
用
す
る

限
ら
れ
た
時
空
の
枠
の
な
か
で
の
み
、
機
能
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
枠
を
越
え
て
外
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
も
は
や
〈
正
常
〉
と
は
見
な

さ
れ
ま
せ
ん
。
と
す
る
と
、
時
と
し
て
、
疑
わ
し
く
な
い
こ
と
こ
そ
あ
え
て
疑
っ
て
み
る
こ
と
が
、
大
事
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
の
連
関
で
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（Stanley Baldw

in 1867-1947

）

の
言
葉
を
引
い
て
、
そ
れ
を
正
当
で
あ
る
と
断
じ
て
い
ま
す
。

「
暴
力
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
大
き
な
悪
が
ひ
と
つ
だ
け
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
原
理
と
し
て
の
、
法
則
と
し
て
の
、
規
範
と
し
て
の

暴
力
で
あ
る
」（D

BW
 6, 273

）。

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
例
外
的
な
こ
と
や
極
限
的
ケ
ー
ス
を
、
正
常
な
こ
と
、
つ
ま
り
、
法
則
と
取
り
違
え
て
み
る
こ
と
を
望
み
ま
せ

ん
で
し
た
。
つ
ま
り
、
諸
々
の
法
規
範
を
事
柄
に
即
し
て
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
相
対
的
な
秩
序
を
、
極
限
的
ケ
ー
ス
ゆ
え

に
、
混
沌
に
お
と
し
入
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
次
の
結
論
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。

「
こ
の
非
日
常
的
な
必
然
性
は
、
責
任
を
負
う
人
間
の
自
由
に
訴
え
か
け
る
。
責
任
を
負
う
人
間
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
背
後
に
隠
れ

場
所
を
求
め
う
る
で
あ
ろ
う
何
ら
か
の
法ゲ

ゼ
ッ
ツ

規
範
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
必
然
性
に
直
面
し
て
、
責
任
を

負
う
人
間
を
あ
れ
こ
れ
の
決
断
へ
と
強
制
し
う
る
何
ら
か
の
法
規
範
も
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
し
て
、
た

だ
す
べ
て
の
法
規
範
を
完
全
に
断
念
す
る
道
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、（･･････

）
こ
こ
で
は
、
法

207

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

207 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:49

 



規
範
が
傷
つ
け
ら
れ
破
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
明
白
に
認
め
る
こ
と
と
結
び
つ
い
た
上
で
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
は
、
緊
急
を
要
し
て
戒ゲ

ボ
ー
トめ
が
破
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
法
規
範
の
破
棄
に
お
い
て
法

規
範
の
効
力
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
と
結
び
つ
い
た
上
で
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 6, 274

）。

避
け
が
た
い
〈
必
然
性
〉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
自
己
を
正
当
化
す
る
こ
と
と
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
本
質
的
に
同
じ
こ
と

で
は
な
い
の
で
す
。
法
規
範
を
破
る
こ
と
の
罪
責
は
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、「
い
か
な
る
法
規

範
も
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
た
だ
そ
う
し
て
の
み
、
自
ら
下
し
た
決
断
と
行
為
と
を
、
歴
史
を
導
く
神
の
御
手
に
ゆ
だ
ね
る

と
い
う
こ
と
も
起
こ
る
」（D

BW
 6, 274

）
と
言
い
ま
す
。

ま
た
殺
人
に
関
し
て
彼
は
、
安オ

イ
タ
ナ
ジ
ー

楽
死
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
し
た
。

「
人
の
命
を
死
な
せ
る
権
利
を
め
ぐ
る
決
定
は
、
け
っ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
根
拠
の
総
括
か
ら
は
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

根
拠
が
ひ
じ
ょ
う
に
説
得
力
を
持
つ
た
め
、
こ
の
決
定
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
根
拠
に
説
得
力
は
な
い

が
、
た
と
え
任
意
に
で
も
け
っ
し
て
他
の
た
く
さ
ん
の
根
拠
に
は
そ
う
し
た
決
定
を
正
当
化
し
え
な
い
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ

る
。
他
人
の
命
を
死
な
せ
る
こ
と
は
、
た
だ
無
条
件
の
必
然
性
に
基
づ
い
て
起
こ
り
う
る
。
そ
の
場
合
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
他
の
た

く
さ
ん
の
す
ぐ
れ
た
根
拠
が
あ
ろ
う
と
も
、
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
け
っ
し
て
他
人
の
命
を
死
な
せ
る
こ
と
が
他
の

さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
中
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
よ
く
根
拠
づ
け
ら
れ
た
可
能
性
で
あ
っ
た

と
し
て
も
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 185

）。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

し
た
が
っ
て
、
安
楽
死
の
よ
う
な
恣
意
的
に
死
に
い
た
ら
し
め
る
行
為
は
〈
殺
人
〉
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
唯
一
絶
対
的
な
強
制
力

を
持
つ
根
拠
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
間
接
的
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
か
ら
不
正
と
な
る
と
言
い
ま
す
（D

BW
 6, 185

）。
こ
う

し
た
唯
一
の
根
拠
に
基
づ
く
〈
無
条
件
の
必
然
性
〉
に
つ
い
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
、
生
そ
れ
自
身
の
根
源
的
事
実
と
し
て
の
必
然
性
は
、
も
は
や
い
か
な
る
法
則
に
よ
っ
て
も
把
握
さ
れ
え
ず
、
ま
た
そ
れ
自

身
け
っ
し
て
法
則
に
は
な
り
え
な
い
」（D

BW
 6, 273

）。

そ
の
よ
う
に
し
て
、「
い
か
な
る
法
規
範
も
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
た
だ
そ
う
し
て
の
み
、
自
ら
下
し
た
決
断
と
行
為
と

を
、
歴
史
を
導
く
神
の
御
手
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
る
」（D

BW
 6, 274

）
と
言
い
ま
す
。

　
　

⑤
罪
の
引
き
受
け
（Schuldübernahm

e
）

以
上
の
よ
う
に
、〈
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
〉
は
、〈
罪
責
を
負
う
用
意
〉
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
ま
す
。

「
罪
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
者
は
、
人
間
存
在
の
究
極
の
現
実
か
ら
離
れ
、
し
か
し
ま
た
、
罪
な
き
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
人
間
の
罪
を
負
い
た
も
う
救
い
の
秘
儀
か
ら
も
離
れ
、
こ
の
出
来
事
の
上
に
示
さ
れ
て
い
る
神
の
義
認
に
た
い
し
て
、

ま
っ
た
く
関
わ
り
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
自
分
が
個
人
的
に
罪
責
を
持
た
な
い
こ
と
を
、
人
び
と
に
た
い
す
る
責
任
よ

り
優
先
さ
せ
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
身
に
負
わ
せ
て
い
る
、
い
っ
そ
う
救
い
が
た
い
罪
責
が
、
見
え
な
く
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 276

）。
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真
の
責
任
ゆ
え
に
引
き
受
け
ら
れ
る
罪
責
は
、
罪
な
き
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
背
負
わ
れ
た
罪
責
で
あ
り
、
彼
に
お
い
て
、
す

べ
て
の
代
理
的
・
責
任
的
行
動
は
、
そ
の
根
源
を
見
出
す
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
罪
を
引
き
受
け
る
責
任
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
者

は
、
こ
の
救
い
の
〈
秘
儀
〉
か
ら
も
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
神
の
義
認
か
ら
も
離
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
罪
の
引
き
受
け
に
た
い
す
る
良
心
の
反
論
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、
先
に
見

た
カ
ン
ト
の
具
体
例
を
、
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
、
た
と
え
殺
人
者
に
追
わ
れ
る
友
人
を
助
け
る
た
め

で
あ
っ
て
も
、
つ
ま
り
人
間
愛
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
嘘
を
つ
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
〈
奇
怪
な
〉
結
論
を
引
き
出
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、〈
現
実
に
即
応
〉
し
た
〈
責
任
〉
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
否
定
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。

「
も
し
責
任
と
い
う
も
の
が
、
神
と
隣
人
と
の
要
求
に
た
い
す
る
、
現
実
に
即
応
し
た
、
人
間
の
全
体
と
し
て
の
応
答
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
の
例
は
、
原
則
に
束
縛
さ
れ
た
良
心
の
応
答
が
い
か
に
部
分
的
な
性
格
な
も
の
で
あ
る
か
を
強
烈
に
示
し
て
い
る
。
も
し
私

が
真
実
性
の
原
則
ゆ
え
に
友
人
の
た
め
に
罪
を
負
う
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
、
こ
こ
で
友
人
の
た
め
に
強
力
に
嘘
を
つ

く
こ
と
を
拒
む
な
ら
ば
、（･･････

）
よ
う
す
る
に
、
隣
人
を
愛
す
る
ゆ
え
に
罪
を
負
う
こ
と
を
拒
む
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
私
の
行

動
は
、
現
実
の
な
か
に
礎
を
持
つ
私
の
責
任
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
ま
さ
に
責
任
的
に
わ
が
身
に
罪
を
引
き
受
け
る

こ
と
に
お
い
て
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
に
の
み
束
縛
さ
れ
る
良
心
に
お
け
る
罪
責
か
ら
の
解
放
が
、
最
も
よ
く
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ

る
」（D

BW
 6, 280f.

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
責
任
と
は
、
神
と
隣
人
と
の
要
求
に
た
い
す
る
、
現
実
に
即
応
し
た
、
人
間
の
全
体
と
し
て
の
応
答
で
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す
。
し
か
し
、
原
則
に
縛
ら
れ
た
良
心
に
お
い
て
は
、
部
分
的
な
応
答
と
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
責
任
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う

の
で
す
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
こ
の
世
の
現
実
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
〈
規
範
倫
理
〉
で
は
な
く
、
現
実
に
即
応
し
た
〈
状

況
倫
理
〉
が
目
指
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
責
任
あ
る
行
動
に
と
も
な
う
罪
の
負
担
の
良
心
に
よ
る
制
限
に
つ
い
て
も
彼
は
述
べ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
に
お
い

て
自
由
に
さ
れ
た
良
心
と
責
任
は
、
ひ
と
つ
に
な
ろ
う
と
切
に
願
う
も
の
の
、
互
い
に
解
消
し
え
な
い
緊
張
関
係
を
続
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
、〈
罪
の
引
き
受
け
〉
は
良
心
に
よ
っ
て
二
重
の
観
点
か
ら
制
限
さ
れ
る
と
言
い
ま
す
。

第
一
に
、「
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
自
由
に
さ
れ
た
良
心
も
ま
た
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
私
自
身
と
の
一
致
へ
の
呼
び
声
で
あ
る
」

（D
BW

 6, 281

）
と
い
う
こ
と
に
、
制
限
さ
れ
ま
す
。
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
こ
の
一
致
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
無
私
の
奉
仕
に
お
け
る
自
己
献
身
と
い
う
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
も
は
や
責
任
を
負
担
す
る
力
が
な
い
と
思
わ
れ
る

場
合
に
は
、
け
っ
し
て
こ
の
自
己
の
破
壊
や
破
滅
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

「
責
任
を
引
き
受
け
る
行
動
と
結
び
つ
い
た
罪
責
負
担
の
程
度
に
は
、
人
間
の
自
己
自
身
と
の
一
致
、
す
な
わ
ち
彼
の
負
担
す
る
力

に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
な
限
界
が
あ
る
。
こ
の
一
致
を
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に
は
担
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、

さ
ま
ざ
ま
な
責
任
が
存
在
し
て
い
る
。（･･････

）
確
か
に
、
責
任
あ
る
決
断
を
引
き
受
け
る
力
は
成
長
し
う
る
し
、
ま
た
す
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
責
任
に
直
面
し
て
な
さ
れ
る
い
か
な
る
拒
絶
も
、
そ
れ
自
身
す
で
に
ひ
と
つ
の
責
任
を
負
う
決
断
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
具
体
的
な
状
況
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
分
自
身
と
の
一
致
へ
と
召
し
出
す

良
心
の
呼
び
声
は
、
克
服
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
責
任
あ
る
決
断
に
は
、
無
限
の
多
様
性
が
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 282

）。
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例
え
ば
、
責
任
に
と
も
な
う
罪
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
戦
家
や
革
命
家
が
反
逆
者
と
さ
れ
る
場
合
や
、
一
家
の
唯
一
の
は

た
ら
き
手
で
あ
る
父
親
の
解
雇
が
問
題
と
な
る
場
合
が
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
ナ
チ
ス
の
非
人
道
的
行
為
に
気
づ
い

た
人
び
と
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
良
心
の
問
題
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
国
家
や
上
司
に
た
い
す
る
忠
誠
心
、
家
族
や
友
人
を
も

危
険
に
さ
ら
す
不
安
、
さ
ら
に
は
成
功
の
見
通
し
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
下
で
、
良
心
の
葛
藤
が
起
こ
り
え
た
で
し
ょ
う
。
こ
う
し

た
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
、
責
任
に
と
も
な
う
罪
の
引
き
受
け
は
、
負
担
す
る
力
の
程
度
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
け
っ
し

て
自
己
の
一
致
の
破
壊
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

第
二
に
、〈
罪
の
引
き
受
け
〉
は
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
由
に
さ
れ
た
良
心
も
ま
た
、
責
任
を
負
う
行
動
を
、
法ゲ

ゼ
ッ
ツ
規
範

の
前
に
立
た
せ
る
」（D

BW
 6, 282

）
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
限
さ
れ
る
と
言
い
ま
す
。
で
は
、
そ
の
法
規
範
は
い
か
な
る
も
の
で

し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
十デ

カ
ロ
ー
ク戒
に
お
い
て
、
山
上
の
説
教
に
お
い
て
、
そ
し
て
使
徒
た
ち
の

パ
レ
ネ
ー
ゼ

勧
め
の
言
葉
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
を
愛
し
、
隣

人
を
愛
す
る
こ
と
を
命
ず
る
律ゲ

ゼ
ッ
ツ法
で
あ
る
。
こ
の
律
法
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
自
分
自
身

と
の
一
致
が
保
た
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
軽
ん
ず
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
は
、
た
ん
な
る
無
責
任
で
あ
る
」（D

BW
 6, 282

）。

つ
ま
り
、
聖
書
に
示
さ
れ
る
律
法
は
す
べ
て
、
イ
エ
ス
が
「
最
も
重
要
な
掟
」（
マ
タ
イ 

二
二
章
三
四
―
四
〇
節
）
と
教
え
た
「
神
を

愛
し
、
隣
人
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
戒
め
に
通
ず
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
律
法
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
と

の
一
致
が
保
た
れ
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、〈
ア
ダ
ム
に
お
け
る
〉
人
間
の
良
心
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
個
々
の
点
で
は
さ
ま
ざ
ま

な
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
由
に
さ
れ
た
良
心
も
ま
た
、
生
の
持
続
そ
れ
自
身
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
良
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

心
は
「
生
命
法
」（Lebensgesetz

）
の
侵
犯
に
た
い
す
る
警
告
者
で
あ
り
続
け
ま
す
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
良
心

の
場
合
、
こ
こ
で
〈
自
由
な
決
断
〉
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
し
か
し
こ
の
場
合
、
も
は
や
法

ゲ
ゼ
ッ
ツ

規
範
・
律
法
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
究
極
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
良
心
と
具

体
的
な
責
任
と
が
言
い
争
う
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
の
自
由
な
決
断

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
不
断
の
葛
藤
で
は

な
く
、
む
し
ろ
究
極
的
な
一
致
の
獲
得

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
具
体
的
な
責
任
の
根
拠

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
本
質

0

0

・
目
標
は

0

0

0

、
良
心
の
主
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

の
と
同
じ
イ
エ
ス

0

0

0

0

0

0

0

・、キ
リ
ス
ト

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
責
任
は
良
心
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
る
が
、
良
心
は
責
任
を
通

し
て
自
由
に
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
、『
責
任
を
負
う
者
は
、
罪
な
く
し

て
罪
を
負
う
』
と
言
お
う
と
、『
自
由
な
良
心
を
持
つ
者
だ
け
が
責
任
を
担
い
う
る
』
と
言
お
う
と
、
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 283

）。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
人
間
実
存
の
統
一
を
求
め
る
良
心
の
場
合
、
そ
の
良
心
の
主
体
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
れ
は
真
の
自
己
と
の
究
極
的
な
一
致
を
意
味
し
ま
す
。
こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
責
任
あ
る
人
間
は
「
罪
な
き
も
の

0

0

0

0

0

と
し
て

罪
を
負
う
」（
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
の
前
で
無
罪
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
最
後
の
審
判
の
日

ま
で
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
責
任
に
お
い
て
罪
を
自
分
自
身
に
負
う
者
は
（･･････

）、
そ
の
罪
の
責
任
を
わ
が
身
に
負
わ
せ
、
け
っ
し
て
他
の
人
に
は
負
わ

せ
ず
、
そ
の
罪
を
代
わ
っ
て
担
い
、
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
彼
は
、
自
分
の
力
を
不
遜
に
も
過
信
し
て
行
う
と
い
う
の
で
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は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
自
由
を 

―
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
に
お
い
て
神
の
恵
み
に
頼
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を

―
認

識
し
つ
つ
行
う
の
で
あ
る
。
他
の
人
び
と
の
前

0

0

0

0

0

0

0

で
は
、
そ
の
不
可
避
性

0

0

0

0

が
、
自
由
な
責
任
を
負
う
者
を
正
当
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、
自
分
自
身
の
前

0

0

0

0

0

0

で
は
、
彼
の
良
心

0

0

0

0

が
、
彼
に
無
罪
を
言
い
渡
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
が
、
神
の
前

0

0

0

で
は
、
彼
は
た
だ
恵
み
に
望
み
を
託
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
」（
傍
点

筆
者
）（D

BW
 6, 282

）。

こ
こ
で
も
は
っ
き
り
と
、〈
自
己
帰
責
〉
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
責
任
に
お
い
て
罪
を
担
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
ま
っ
た
く
自

分
ひ
と
り
の
責
任
に
お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
自
分
の
最
善
の
良
心
が
無
罪
を
言
い
渡
す
と
こ
ろ
に
お
い
て

さ
え
、
神
の
前
で
は
何
も
自
己
正
当
化
し
う
る
根
拠
を
持
ち
え
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
真
の
〈
自
由
な
決
断
〉
に
お
い
て
な
さ
れ

る
も
の
な
の
で
す
。

　
　

⑥
自
由

以
上
の
よ
う
に
、〈
責
任
を
負
う
構
造
〉
に
は
罪
を
負
う
用
意
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
自
由
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
構
造
に
つ
い
て
の
説
明
の
終
わ
り
近
く
に
い
た
っ
て
、〈
自
由
な
冒
険
〉（freies W

agnis

）
や
〈
福
音
的
自

由
〉（evangelische Freiheit

）
と
い
っ
た
印
象
深
い
表
現
を
用
い
て
、
自
由
と
い
う
テ
ー
マ
と
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
こ
で
の
議
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
自
由
概
念
に
つ
い
て
想
い
起
こ
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。〈
責
任
を
負
う
生
活

の
構
造
〉
を
論
じ
る
最
初
の
部
分
で
は
、
こ
の
構
造
は
、
第
一
に
、「
神
と
人
間
と
に
生
活
を
束
縛

0

0

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
」、
第
二
に
、

「
自
分
自
身
の
生
活
の
自
由

0

0

に
よ
っ
て
」
規
定
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 256

）。
つ
ま
り
、
こ
の

〈
束
縛
〉
と
〈
自
由
〉
な
し
に
は
、
責
任
あ
る
生
活
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
こ
の
束
縛
の
な
か
で
自
分
を
空
し
く
し
た
生
活
だ
け
が
、
き
わ
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

め
て
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
る
生
活
と
行
為
の
自
由
の
な
か
に
存
す
る
と
言
い
ま
す
。

ま
ず
、
第
一
の
規
定
に
お
け
る
神
と
人
間
と
に
〈
束
縛
〉
さ
れ
た
自
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
書
の
一
章
で
確
認
し
た
〈
自
由
〉
に

現
れ
て
い
ま
す）88
（

。
そ
れ
は
〈
他
者
の
た
め
の
自
由
〉
と
表
現
さ
れ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
の
概
念
を
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け

る
神
の
啓
示
か
ら
導
き
出
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
神
は
そ
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
人
間
の
た
め
に
〈
謙
り
〉、
人
間
の
実
存
形
式
す

べ
て
を
自
身
に
受
け
い
れ
、
人
間
の
罪
を
背
負
っ
て
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
に
〈
自
由
〉
を
見
る
、
と
い

う
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
神
か
ら
人
間
へ
、
上
か
ら
下
へ
の
垂
直
関
係
に
お
け
る
自
由
は
、
人
間
相
互
の
水
平
関
係
に
お
い
て
も
実
現
さ

れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
き
わ
め
て
逆
説
的
で
す
が
、
彼
の
述
べ
る
〈
自
由
〉
と
は
、
神
と
隣
人
と
に
よ
っ
て
〈
束
縛
〉
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
与
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
第
二
に
〈
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
〉
を
規
定
す
る
〈
自
分
自
身
の
生
活
の
自
由
〉
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
詳
細
な
説
明
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
一

九
四
三
年
に
獄
中
で
記
し
た
「
真
実
を
語
る
と
は
何
を
意
味
す
る
か
」（D

BW
 16, 625f.

）
と
い
う
未
完
の
断
片
の
な
か
に
、
こ
う
し
た

〈
自
由
〉
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
断
片
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
児
童
が
教
師
の
不
当
な
質
問
に
た
い
し
て

嘘
を
つ
く
と
い
う
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
ま
す
（D

BW
 16, .619-629

）。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ひ
と
り
の
児
童
が
級
友
の
前
で
教
師
か
ら
、「
君
の
お
父
さ
ん
は
、
た
び
た
び
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
家
に
帰
っ
て
来
る
と
い
う
の
は
本
当

か
ね
」
と
た
ず
ね
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
児
童
は
そ
の
事
実
を
否
認
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
教

師
の
質
問
が
家
庭
の
秩
序
に
不
当
に
踏
み
込
む
こ
と
に
な
る
と
感
じ
ら
れ
た
が
た
め
に
、
彼
は
嘘
を
つ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
家
庭
に
は
、
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
秘
密
と
い
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
教
師
は
こ
う
し
た
秩
序
の
現
実
を
重
く
見
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
児
童
は
そ
の
答
え
に
お
い
て
、
家
庭
と
学
校
の
秩
序
と
が
同
様
に
保
持
さ
れ
る
道
を
見
出
す
べ

き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
に
は
、
ま
だ
そ
の
た
め
の
経
験
も
知
識
も
、
適
切
な
表
現
力
も
不
足
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
虚
言
に
つ
い
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
「
真
実
を
含
ん
で
い
る
」
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
彼
〔
児
童
〕
は
教
師
の
質
問
を
単
純
に
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
答
え
は
確
か
に
真
実
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は

同
時
に
、
家
庭
は
自
己
流
に
ひ
と
つ
の
秩
序
で
あ
り
、
そ
こ
に
教
師
が
踏
み
込
ん
で
来
る
こ
と
は
正
当
で
は
な
い
、
と
い
う
真
実
を

表
明
す
る
。
確
か
に
、
こ
の
児
童
の
答
え
は
虚
偽
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
虚
言
に
は
、
い
っ
そ
う
多
く
の
真
実
が

含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
こ
の
児
童
が
自
分
の
父
親
の
弱
さ
を
級
友
の
前
で
さ
ら
け
出
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
よ
り

も
、
い
っ
そ
う
現
実
に
即
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 16, 625

）。

こ
の
児
童
は
、
ま
だ
成
熟
し
た
大
人
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
ば
、
自
分
の
力
の
限
界
の
枠
内
で
〈
現

実
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
語
る
こ
と
、
そ
れ
が
〈
真
実
を
語
る
〉
と
い
う
こ
と
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
単
純
に
事

実
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
名
の
〈
現
実
〉
に
即
し
て
語
る
こ
と
が
、〈
真
実
を
語
る
〉
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
児
童
が
、
そ
の
時
そ
の
場
所
で
立
た
さ
れ
た
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
は
、
虚
言
を
禁
じ
る

〈
真
実
性
の
原
則
〉
に
縛
ら
れ
ず
、〈
自
分
自
身
の
生
活
の
自
由
〉
に
お
い
て
嘘
を
つ
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
〈
現
実
に
即
し
た
〉
行
動

で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
真
実
を
含
む
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
考
え
た
の
で
し
た
。
と
は
い
え
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、

や
は
り
児
童
が
嘘
を
つ
い
た
と
い
う
罪
責
を
自
己
正
当
化
す
る
根
拠
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

こ
の
断
片
が
書
か
れ
た
の
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
二
年
近
く
に
渡
る
獄
中
生
活
の
初
期
で
し
た
。
も
し
彼
が
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
尋
問
に

た
い
し
て
「
強
力
に
嘘
を
つ
く
」（D

BW
 6, 280

）
こ
と
を
拒
ん
だ
と
す
れ
ば
、
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
に
参
与
し
た
人
び
と
の
生
命
を
危
険

に
さ
ら
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
、
良
心
が
原
則
の
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
差
し
迫
っ
た
問

題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
獄
中
に
あ
っ
て
も
な
お
精
力
的
に
書
き
綴
ら
れ
た
こ
の
断
片
は
、
同
じ
よ
う
に
良
心

の
問
題
に
直
面
す
る
抵
抗
運
動
の
仲
間
た
ち
の
内
面
に
ふ
れ
さ
せ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

自
由
な
冒
険

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
い
う
自
由
と
は
、
神
と
人
間
と
に
束
縛
さ
れ
た
〈
他
者
の
た
め
の
自
由
〉
と
〈
自
分
自
身
の
生

活
の
自
由
〉
の
両
方
を
含
む
概
念
で
す
。
さ
ら
に
彼
は
、〈
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
〉
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
自
由
概
念
を
深
め
て

い
ま
す
。

「
責
任
を
負
う
者
は
、
人
間
や
境
遇
や
原
則
に
よ
る
後
ろ
だ
て
を
求
め
ず
、
し
か
し
、
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
人
間
的
・
一
般
的
・

原
則
的
な
諸
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
、
自
分
自
身
の
自
由
に
お
い
て
行
動
す
る
。
彼
の
行
為
と
彼
自
身
を
の
ぞ
い
て
は
、
ほ
か
の
い
か

な
る
も
の
も
彼
を
擁
護
す
る
こ
と
も
、
彼
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
事
実
が
、
彼
の
自
由
を
証
明
す
る
の
で
あ

る
。
彼
自
身
が
観
察
し
、
判
断
し
、
考
量
し
、
決
断
し
、
行
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
自
身
が
、
自
ら
の
行
動
の
動
機
・
見
込
み
・

価
値
・
意
味
を
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
意
図
し
た
行
動
に
お
け
る
動
機
の
純
粋
性
・
状
況
の
有
利
さ
・
価
値
・
意

味
深
さ
と
い
っ
た
も
の
も
、
そ
こ
へ
と
立
ち
戻
っ
て
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
よ
う
な
、
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
彼
の
罪

が
赦
さ
れ
釈
放
さ
れ
る
よ
う
な
、
法
則
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 283f.

）。
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よ
う
す
る
に
、
責
任
と
互
い
に
呼
応
し
あ
う
自
由
に
お
い
て
は
、
心
情
倫
理
の
自
己
正
当
化
も
な
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
確

か
に
、
も
し
先
取
り
し
て
保
証
さ
れ
う
る
正
当
化
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
真
に
自
由
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。

「
責
任
を
負
う
者
の
行
動
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
私
が
出
会
う
神
と
隣
人
に
た
い
す
る
、
自
由
な
束
縛
の

な
か
で
の
み
、
行
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
そ
の
行
動
は
、
ま
っ
た
く
相
対
的
な
も
の
の
領
域
の
な
か
で
、
ま
っ
た
く
〔
二
種
の
光
が

混
じ
り
合
っ
た
〕
薄ツ

ヴ
ィ
ー
リ
ヒ
ト

明
の
光
の
下
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
光
は
、
善
と
悪
〔
の
世
界
〕
の
上
に
歴
史
的
状
況
を
覆
い
拡
げ
て
い
る
。
そ

の
行
動
は
、
ま
た
す
べ
て
の
所
与
の
も
の
が
そ
の
な
か
に
現
れ
る
無
数
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
只
中
で
行
わ
れ
る
。
単
純
に
正

と
不
正
、
善
と
悪
と
の
間
で
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
正
義
と
正
義
、
不
正
と
不
正
と
の
間
で
も
決
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

（D
BW

 6, 284

）。

先
述
の
「
ビ
ュ
リ
ダ
ン
の
ロ
バ
」
の
た
と
え
で
も
説
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
等
距
離
に
あ
る
等
し
い
も
の
に
は
さ
ま
れ
、
決
断
を
せ
ま

ら
れ
た
人
間
は
、
窮
地
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
場
合
、
自
ら
の
善
と
悪
の
知
識
に
基
づ
い
て
よ
り
よ
い
自
分
へ
と
一
致
し
よ
う
と

す
る
良
心
は
、
座
礁
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
責
任
を
負
う
行
動
と
は
、
ま
さ
に
〈
自
由
な
冒
険
〉（freies W

agnis

）

（D
BW

 6, 285

）
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
い
か
な
る
事
前
の
正
当
化
も
持
た
ず
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
有
効
な
自
己
正
当
化
の
要
求

を
す
べ
て
放
棄
し
、
し
た
が
っ
て
善
と
悪
に
つ
い
て
の
究
極
的
に
有
効
な
知
識
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
わ
れ
る
行
動
を
意
味
す

る
の
で
す
。

わ
れ
わ
れ
は
相
対
的
領
域
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と
を
把
握
し
て
実
践
せ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
は
、
い

か
に
力
を
尽
く
し
て
観
察
し
、
考
え
、
評
価
し
、
決
断
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
の
下
で
行
わ
な
け

218

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

218 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:51

 



第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（D

BW
 6, 267

） 

。
そ
の
た
め
、
つ
ね
に
〈
決
断
〉
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
き
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
が
善
い
か
悪
い

か
を
わ
か
ら
ず
に
決
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、〈
冒
険
〉
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
く
る
の
で
す
。

「
責
任
を
負
う
こ
と
と
し
て
の
善
は
、〔
あ
ら
か
じ
め
〕
善
を
知
る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
、
必
然
的
と
な
っ
た
、
し
か
し
（
あ
る

い
は
そ
の
点
に
お
い
て
！
）
自
由
な
行
為
を
、（･･････

）
歴
史
を
導
か
れ
る
神
の
御
手
に
ゆ
だ
ね
つ
つ
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
」

（D
BW

 6, 285
）。

こ
こ
で
、
歴
史
を
導
か
れ
る
神
に
い
っ
さ
い
を
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
、
人
間
的
ラ
ー
テ
ィ
オ
の
法
則
を
超
え
た
ウ
ル
テ
ィ
マ
・
ラ
ー
テ
ィ

オ
の
議
論
に
お
い
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
へ
と
、
ふ
た
た
び
戻
っ
て
来
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、「
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴

史
の
深
い
秘
儀
一
般
が
わ
れ
わ
れ
に
開
示
さ
れ
る
」（D

BW
 6, 285

）
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。

「
ま
さ
に
、
ま
っ
た
く
自
分
の
責
任
の
自
由
に
お
い
て
行
動
す
る
者
は
、
自
ら
の
行
動
が
神
の
導
き
手
に
合
わ
さ
っ
て
い
く
の
を
見

る
。
自
由
な
行
為
は
、
究
極
的
に
は
神
の
行
為
と
し
て
、
決
断
は
神
の
導
き
と
し
て
、
冒
険
は
神
の
必
然
性
と
し
て
、
自
ら
を
認
識

す
る
。
自
分
自
身
の
善
に
つ
い
て
の
知
識
を
自
由
に
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
善
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 285

）。

ま
さ
に
、
ラ
ー
テ
ィ
オ
の
限
界
に
い
た
る
そ
の
と
こ
ろ
で
、
神
の
導
き
手
に
合
わ
さ
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
言
う
の
で
す
。
し
か
も
、

自
分
の
行
動
が
善
で
あ
る
か
否
か
は
、
本
人
の
理
解
す
ら
超
え
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
真
に
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
考
え
ぬ
か
れ
た

決
断
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
た
〈
最
善
の
良
心
〉
と
い
う
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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福
音
的
自
由

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
責
任
は
つ
ね
に
限
界
を
と
も
な
う
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
責
任
を
〈
原
則
的
〉
に
制
限
す
る
こ
と
と
同
じ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
誤
っ
て
責
任
を
自
己
制
限
す
る
こ
と
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
、〈
ベ
ル
ー
フ
〉（Beruf

）
と

い
う
概
念
に
た
い
し
て
、〈
福
音
的
自
由
〉
と
い
う
も
の
を
確
保
し
て
い
ま
す
。
こ
の
概
念
は
、「
責
任
を
負
う
生
活
の
構
造
」
の
後
に
続

い
て
「
責
任
の
場
所
」（D

BW
 6, 289�.

）
に
関
し
て
考
察
す
る
際
に
現
れ
ま
す
が
、
こ
の
部
分
は
未
完
の
ま
ま
、
最
初
の
ベ
ル
ー
フ
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
節
だ
け
で
終
っ
て
い
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ー
フ
と
は
責
任
を
意
味
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
職
業
（Beruf

）
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
神
の
召
し
と
キ
リ
ス
ト
の
呼
び
か
け
（Ruf

）
の
う
ち
に
も
見
出
さ
れ
、
そ
の
召
命
（Berufung

）
に
た
い
す
る
応
答

（A
ntw

ort

）
が
責
任
（Verantw

ortung

）
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
責
任
と
は
、「
現
実
の
全
体
に
た
い
す
る
人
間
の
全
体
を

か
け
た
全
体
的
応
答
」（D

BW
 6, 294

）
で
あ
る
と
、〈
全
体
〉
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
召
命
に
た
い
す

る
応
答
と
し
て
の
責
任
を
、〈
部
分
的
〉
な
も
の
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
、
つ
ま
り
具
体
的
な
責
任
領
域
を
制
限
す
る
こ
と
に
反
対
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
宮
田
光
雄
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
主
義
的
な
〈
二
王
国
論
〉
の
危
険
性
を
、
す
な
わ
ち
〈
固
有
法
則

性
〉
の
名
の
も
と
に
国
家
と
権
力
と
を
無
条
件
に
容
認
す
る
伝
統
を
克
服
し
て
、
新
た
な
〈
社
会
倫
理
〉
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う）89
（

。
こ
う
し
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
問
題
意
識
は
、
本
書
の
第
三
章
で
取
り
上
げ
ま
す
が
、
具
体
的
な

責
任
領
域
と
し
て
の
〈
こ
の
世
〉
理
解
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
責
任
を
〈
部
分
的
〉
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

〈
福
音
的
自
由
〉
と
い
う
人
間
的
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
広
さ
と
豊
か
さ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
則
的
に
責
任
の
範
囲

を
制
限
し
よ
う
と
す
る
試
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
す
。
決
断
に
よ
る
行
為
の
〈
自
由
な
冒
険
〉
に
お
け
る
自
由
も
、
こ
の
福
音
的
自
由
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
自
身
が
置
か
れ
て
い
た
具
体
的
状
況
の
な
か
で
は
、
こ
の
福
音
的
自
由
こ
そ
が
実
力
抵
抗
を
も
ゆ
る
す
抵

抗
の
論
理
お
よ
び
倫
理
と
な
り
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
山
﨑
和
明
が
述
べ
る
よ
う
に
、「『
福
音
的
自
由
』
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原

理
・
原
則
・
律
法
で
は
捉
え
き
れ
な
い
（『
人
間
的
ラ
ツ
ィ
オ
』
を
越
え
た
）『
ウ
ル
テ
ィ
マ
・
ラ
ツ
ィ
オ
』
の
次
元
に
お
い
て
も
な
お
、

人
は
信
仰
に
よ
っ
て
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
考
え
た
」）90
（

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

律
法
と
自
由

さ
ら
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
律
法
を
破
棄
す
る
こ
と
が
、
律
法
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
た
神
の
意
志
に
背
く
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ど
う

か
吟
味
し
て
い
ま
す
。
十
戒
に
お
い
て
示
さ
れ
る
神
の
律
法
が
、
ベ
ル
ー
フ
に
お
い
て
責
任
を
負
う
行
動
に
た
い
し
て
限
界
を
引
く
の
で

は
な
い
か
、
と
。
た
し
か
に
、
も
し
神
の
律
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
限
界
を
極
限
の
真
剣
さ
を
も
っ
て
見
つ
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真

に
責
任
あ
る
行
動
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
ま
さ
に
、
律
法
と
自
由
と
い
う
問
題
が
究
極
的
な
先
鋭
さ
を
も
っ
て
ふ
た
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
こ
の
問
題
は
、
神
の
意
志
そ
れ
自
身
の
な
か
に
ひ
と
つ
の
矛
盾
を
持
ち
こ
む
危
険
が
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、

責
任
を
負
う
行
動
を
律
法
と
そ
の
与
え
た
主
と
を
切
り
離
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
矛
盾
を
退
け
よ
う
と
し
ま
す
。
つ
ま
り
自
ら
の

律
法
を
通
し
て
こ
の
世
の
秩
序
を
保
つ
神
と
は
、
た
だ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
救
世
主
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
神
で
あ
る
、
と
主

張
し
ま
す
。
こ
の
神
と
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
人
種
妄
想
に
と
ら
わ
れ
た
自
然
法
則
を
与
え
る
神
で
は
な
く
、
た
だ

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
神
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、
そ
の
律
法
に
、

自
由
に
お
い
て
従
う
の
で
す
。
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「
責
任
を
負
う
行
動
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
究
極
の
現
実
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
現
実
に
責
任
を
負
い
、
ま
さ
に
彼
に
よ
っ

て
、
責
任
あ
る
行
為
へ
と
自
由
に
さ
れ
る
の
を
経
験
す
る
。
神
と
隣
人
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
、
安
息
日
の
遵

守
（･･････

）
か
ら
の
、
あ
ら
ゆ
る
神
の
律ゲ

ゼ
ッ
ツ法
か
ら
の
、
自
由
が
存
在
す
る
。
そ
の
自
由
と
は
、
律
法
を
犯
し
は
す
る
が
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
た
だ
律
法
を
新
し
く
効
力
を
有
す
る
も
の
に
す
る
た
め
に
の
み
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
律
法
の
一ズ

ス
ペ
ン
ズ
ィ
オ
ー
ン

時
停
止
と
い

う
の
は
、
た
だ
律
法
が
真
に
実
現
す
る
た
め
に
の
み
役
立
つ
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
戦
時
に
お
け
る
殺
人
・
虚
偽
・
財
産

の
没
収
は
、
た
だ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
・
真
理
・
財
産
の
価
値
が
ふ
た
た
び
有
効
と
な
る
た
め
だ
と
さ
れ
る
。
律
法
の
侵
犯

と
い
う
の
は
、
そ
の
重
大
さ
の
全
体
に
お
い
て
認
識
さ
れ

0

0

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 298

）。

そ
れ
で
は
、
そ
れ
が
責
任
を
負
う
行
動
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
た
ん
に
シ
ニ
カ
ル
な
倫
理
軽
視
か
ら
な
さ
れ
る
行
動
で
あ
る
の
か
の

識
別
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
律
法
の
違
反
と
い
う
客
観
的
な
罪
責
が
認
識
さ
れ
て

い
る
か
、
罪
責
が
自
分
自
身
で
担
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
ま
さ
に
、
律
法
の
違
反
の
帰
結
と
し
て
、
律
法
の
真
実
な
聖
化
が
実
現
さ
れ

る
の
か
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
見
分
け
ら
れ
る
と
言
い
ま
す
（D

BW
 6, 298f.

）。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
一
九
四
二
年
一
二
月
に
記
し
た
「
十
年
後
」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
も
、
罪
責
が
自
覚

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
重
要
さ
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

「
し
た
が
っ
て
、
ま
た
し
て
も
く
り
返
し
こ
れ
ら
の
法

ゲ
ゼ
ッ
ツ

規
範
・
律
法
が
定
め
た
制
限
を
超
え
る
こ
と
な
し
に
、
歴
史
的
に
重
要
な
意

味
を
持
つ
行
動
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
確
か
に
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
定
め
ら
れ
た
制
限
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
原
則

的
に
限
界
の
破
棄
と
理
解
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
流
の
正
義
と
称
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
違
反
を
お
そ
ら
く
不
可
避
な
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

罪
責
と
し
て
自
覚
し
、
そ
れ
を
法

ゲ
ゼ
ッ
ツ

規
範
・
律
法
の
速
や
か
な
原
状
回
復
と
尊
重
と
に
お
い
て
の
み
正
当
と
見
な
す
の
か
は
、
決
定
的

な
違
い
が
あ
る
」（D

BW
 8, 30

）。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
由
か
ら
生
じ
る
行
為
に
お
い
て
神
の
意
志
は
聖
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
自
由
と
は
、
律
法
を
犯
し

は
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
律
法
を
新
し
く
効
力
を
有
す
る
も
の
に
す
る
た
め
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
自
由

に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
律
法
を
原
則
的
に
遵
守
し
よ
う
と
す
る
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
す
。

「
し
か
し
こ
こ
で
は
、
自
由
か
ら
生
じ
る
行
為
が
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
、
収
拾
の
つ
か
な
い
葛
藤
の
な
か
で
引
き
裂
か
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
確
信
と
自
己
自
身
と
の
一
致
に
お
い
て
、
法
外
な
こ
と
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 299

）。

つ
ま
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
由
に
さ
れ
た
良
心
は
、
も
は
や
律
法
に
原
則
的
に
縛
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
お
け
る
自
己
自
身
と
の
一
致
と
確
か
さ
に
お
い
て
、
責
任
を
負
う
行
為
へ
と
い
た
る
の
で
す
。
い
ま
や
良
心
の
主
体
は
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

服
従
と
自
由

そ
れ
で
は
、
律
法
に
従
い
か
つ
自
由
で
あ
る
こ
と
、〈
服
従
〉
と
〈
自
由
〉
の
逆
説
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
で
し
ょ
う
か
。
実
生
活
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
生
活
で
あ
れ
家
庭
生
活
で
あ
れ
、
自
由
な
決
断
を
下
す
特
権
を
持
つ
の
は
た
だ

限
ら
れ
た
人
び
と
で
あ
る
と
い
っ
た
、
あ
る
種
の
無
力
感
を
抱
く
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
由
な
決
断
と
い
う
の
は
、
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ご
く
限
ら
れ
た
責
任
を
担
う
立
場
の
者
、
あ
る
い
は
支
配
す
る
立
場
に
あ
る
者
だ
け
に
与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
者
に

は
、
概
し
て
服
従
と
義
務
だ
け
が
求
め
ら
れ
る
だ
け
だ
と
。
一
方
で
は
、
支
配
す
る
者
の
倫
理
が
、
他
方
で
は
、
支
配
さ
れ
る
者
の
倫
理

が
、
存
在
す
る
か
に
見
え
ま
す
。
か
し
こ
で
は
責
任
が
、
か
し
こ
で
は
服
従
が
、
か
し
こ
で
は
自
由
が
、
か
し
こ
で
は
従
属
が
、
存
在
し

て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
は
組
織
の
巨
大
化
・
画
一
化
が
進
み
、
個
人
は
そ
の
な
か
で

服レ
グ
レ
メ
ン
ト

務
規
定
に
よ
っ
て
機
械
的
に
統
治
さ
れ
、
自
ら
の
責
任
感
が
育
ま
れ
る
場
が
ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
危
惧
し

て
い
ま
し
た
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
社
会
秩
序
に
お
い
て
は
、
自
由
な
責
任
を
負
う
行
動
に
と
も
な
う
危
険
を
知
る
こ
と
は
、
ご
く
少
数

の
人
間
に
だ
け
ゆ
る
さ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
そ
の
他
の
多
く
の
人
び
と
は
〈
倫
理
的
に
去
勢
〉
さ
れ
た
状
態
、
つ
ま
り
、〈
創
造
的
な
倫

理
の
力
〉
と
し
て
の
〈
自
由
〉
が
奪
わ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
強
制
的
に
生
活
が
一
定
の
教
養
課
程
と
職
業
課
程
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
比
較
的
、
倫
理
的

に
危
険
の
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
子
供
の
こ
ろ
か
ら
組
み
込
ま
れ
て
い
る
人
間
は
倫
理
的
に
去
勢

0

0

0

0

0

0

さ
れ

て
お
り
、
彼
か
ら
は
創
造
的
な
倫
理
の
力

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
自
由

0

0

0

0

0

0

が
、
奪
い
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
近
代
社

会
の
本
質
に
奥
深
く
ひ
そ
ん
で
い
る
誤
っ
た
発
展
が
顕
に
な
る
。
こ
の
発
展
に
は
、
責
任
の
根
本
概
念
を
は
っ
き
り
と
際
立
た
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 286

）。

こ
こ
で
〈
創
造
的
な
倫
理
の
力
〉
が
〈
自
由
〉
と
等
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
啓
発
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
人
間
が
真
に

自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
倫
理
の
力
が
去
勢
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
す
。
し
か
し
、
大
き
な
共
同
体
や
大
組
織
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

の
な
か
で
日
々
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
、
自
分
の
行
動
や
仕
事
に
た
い
す
る
責
任
や
モ
ラ
ル
を
追
求
す
る
こ
と
な
く
、
無
数
の
車
輪
の

ひ
と
つ
と
化
し
、
ひ
た
す
ら
全
体
の
大
き
な
流
れ
に
逆
ら
わ
ず
に
動
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
危
険
性
に
つ
い
て
、

反
ナ
チ
抵
抗
グ
ル
ー
プ
と
し
て
知
ら
れ
る
ク
ラ
イ
ザ
ウ
・
サ
ー
ク
ル
の
人
び
と
も
す
で
に
気
づ
い
て
お
り
、
各
人
の
責
任
感
が
育
ま
れ
る

よ
う
な
〈
小
さ
な
共
同
体
〉
と
い
う
も
の
に
価
値
を
見
出
し
、
そ
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
す）91
（

。
彼
ら
は
、〈
ヒ
ト
ラ
ー
後
〉
の
ド
イ
ツ

に
お
い
て
、
工
業
化
・
都
市
化
の
進
展
し
た
二
〇
世
紀
の
物
質
文
明
に
生
き
る
〈
大
衆
〉
を
い
か
に
本
来
の
人
間
的
存
在
に
戻
し
う
る
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に
議
論
し
て
い
た
の
で
し
た
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
と
り
わ
け
全
体
主
義
を
政
治
原
理
と
し
て
い
た
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
深
刻
な
も
の
で
し
た
。

確
か
に
、
自
由
な
責
任
を
負
う
こ
と
に
関
わ
る
の
は
ご
く
限
ら
れ
た
人
び
と
の
特
権
で
あ
る
か
に
見
え
ま
す
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た

問
題
の
立
て
方
は
、
核
心
に
ふ
れ
る
こ
と
を
拒
む
も
の
で
し
ょ
う
。
や
は
り
じ
っ
さ
い
に
は
、
責
任
を
負
う
べ
き
状
況
に
遭
遇
し
な
い
生

活
な
ど
、
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
他
者
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
あ
れ
、
こ
う

し
た
状
況
を
学
び
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
々
の
学
び
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
の
責
任
を
担
い
う
る
力
も
、
ま
た
成
長
し
う
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
最
初
か
ら
悲
観
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
人
と
人
が
互
い
に
出
会
う
と
こ
ろ
で
は
、
真
の
責
任
が
生
じ
、
そ
こ
で
は
い
か
な
る
服
務
規
定
も
、
こ
の
責

任
あ
る
関
わ
り
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（D

BW
 6, 287

）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
職
務
命
令
と
し
て
の
法
規
範
さ
え
、

他
者
と
の
交
わ
り
の
な
か
で
生
じ
る
責
任
を
拒
む
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
な
り
え
な
い
と
言
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
厳
格
な
要
求

は
、
最
も
深
刻
な
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
す
で
に
見
た
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
突
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
は
職

務
に
忠
実
で
あ
り
、
ま
た
ド
イ
ツ
の
法
律
に
従
い
ま
し
た
が
、
後
に
〈
人
間
存
在
に
た
い
す
る
罪
〉
に
よ
っ
て
死
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
の
〈
ド
イ
ツ
人
と
し
て
〉
は
法
的
に
無
罪
で
あ
っ
た
は
ず
が
、
後
に
〈
人
間
と
し
て
〉
有
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
の
で
す
。　
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し
か
し
同
時
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
責
任
に
と
も
な
う
罪
の
引
き
受
け
は
負
担
す
る
力
の
程
度
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
け
っ
し
て
自
己
の
一
致
の
破
壊
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
に
は
、
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

自
分
の
背
負
い
切
れ
な
い
罪
を
引
き
受
け
な
い
と
い
う
決
断
も
、
時
と
し
て
、
い
っ
そ
う
神
の
前
で
の
〈
責
任
〉
あ
る
態
度
で
あ
り
う
る

の
で
す
。

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
〈
服
従
〉
と
〈
責
任
〉
と
の
正
し
い
関
係
に
つ
い
て
説
い
て
き
ま
す
。
彼
の
考

え
に
よ
れ
ば
、
服
従
を
止
め
た
そ
の
と
こ
ろ
で
責
任
が
始
ま
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
責
任
を
負
い
つ
つ
服
従
す
る
の
で
あ
り
、

両
者
が
切
り
離
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
、
徒
弟
は
親
方
に
た
い
し
て
従
順
で
あ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
が
、
ま
た

同
時
に
、
彼
の
仕
事
、
つ
ま
り
そ
の
成
果
に
た
い
し
て
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
親
方
に
た
い
し
て
、
自
由
な
責
任
を
負
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
学
生
で
あ
れ
、
ど
こ
か
の
企
業
の
従
業
員
で
あ
れ
、
戦
時
の
兵
士
で
あ
れ
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
、
服
従

と
責
任
は
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
諸
々
の
服
従
や
従
属
関
係
と
い
う
の
は
、
依
然
と
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
こ
の
関
係
が
、
今
日
す
で
に

そ
れ
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
責
任
を
負
う
こ
と
を
破
棄
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
に
従
属
的

な
立
場
に
あ
る
者
が
、
自
分
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
社
会
的
に
自
由
な
立
場
に
あ
る
者
よ
り
も
、
さ
ら
に
難
し

い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
け
っ
し
て
、
あ
る
従
属
関
係
そ
れ
自
身
が
、
自
由
に
責
任
を
負
う
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
。

主
人
と
従
者
は
、
従
属
関
係
を
保
持
し
つ
つ
、
自
由
な
責
任
に
お
い
て
、
互
い
の
た
め
に
立
ち
う
る
し
、
ま
た
立
つ
べ
き
で
あ
る
」

（D
BW

 6, 287f.

）。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

そ
し
て
こ
の
こ
と
の
〈
究
極
の
根
拠
〉
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
成
就
さ
れ
た
人
間
と
神
と
の
関
係
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る

と
言
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
は
、
神
の
前
に
服
従
す
る
方
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
自
由
な
方
と
し
て
立
ち
給
う
。
服
従
す
る
方
と
し
て
、
ご
自
身
に
命

じ
ら
れ
て
い
る
律
法
に
目
を
閉
じ
て
従
い
つ
つ
（in blinder Befolgung

）、
父
の
意
志
を
行
い
給
う
。
自
由
な
方
と
し
て
、
開
か

れ
た
目
と
喜
ば
し
い
心
を
も
っ
て
、
ご
自
身
だ
け
で
認
識
し
給
う
た
そ
の
意
志
を
肯
定
し
、
そ
れ
を
い
わ
ば
、
自
発
的
に
新
し
く
創

造
し
給
う
。
自
由
な
き
服
従
は
隷
従
で
あ
り
、
服
従
な
き
自
由
は
放
縦
で
あ
る
。（･･････

）
服
従
は
被
造
物
を
造
物
主
に
結
び
つ

け
、
自
由
は
被
造
物
を
そ
の
似
姿
た
る
こ
と
に
お
い
て
神
と
対
置
さ
せ
る
。
服
従
は
人
間
に
何
が
善
で
、
何
が
神
に
よ
っ
て
求
め
ら

れ
て
い
る
の
か
を
（
ミ
カ
書 
六
章
八
節
））

92
（

 

語
っ
て

0

0

0

も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
自
由
は
人
間
に
善
行
そ
の
も
の

を
成
し
遂
げ
さ
せ
る
。
服
従
は
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
り
、
か
つ
そ
れ
を
行
う
。
自
由
は
行
動
す
る
こ
と
に
賭
け
、
善
と
悪
に
つ
い

て
の
判
断
を
神
に
ゆ
だ
ね
る
。
服
従
は
目
を
閉
じ
て
（blind

）
従
い
、
自
由
は
開
か
れ
た
目
を
持
っ
て
い
る
。
服
従
は
問
う
こ
と

な
し
に
行
動
し
、
自
由
は
意
味
を
問
う
。
服
従
は
縛
ら
れ
た
両
手
を
持
ち
、
自
由
は
創
造
す
る
力
を
持
つ
。
服
従
に
お
い
て
人
間
は

神
の
十
戒
に
従
い
、
自
由
に
お
い
て
人
間
は
新
し
い
十
戒
を
創
造
す
る
（
ル
タ
ー
））

93
（

」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 288

）。

ま
ず
、
何
が
善
で
何
が
神
の
意
志
で
あ
る
か
を
〈
語
っ
て
〉
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
自

然
神
学
を
退
け
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
、
被
造
物
の
観
察
か
ら
神
の
秩
序
と
し
て
の
法
則
を
読
み
と
り
そ
れ
に
従
う
他
律
が
あ

り
、
他
方
で
、
神
の
似
姿
と
し
て
の
人
間
の
理
性
に
の
み
頼
ん
で
普
遍
的
法
則
を
立
て
る
自
律
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、

そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
自
己
啓
示
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
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に
、
神
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
は
「
目
を
閉
じ
て
」
無
条
件
に
服
従
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
服
従
に
お
い
て
自

由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
主
張
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
逆
説
的
な
表
現
か
ら
、
他
律
と
自
律

の
区
別
を
超
え
る
よ
う
な
、
高
次
の
統
一
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。
上
に
引
い
た
理
解
困
難
な
印
象
を
与
え
る
文
章

も
、
彼
の
考
え
る
服
従
と
自
由
の
逆
説
的
関
係
を
、
弁
証
法
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
逆
説
的

関
係
は
、
も
は
や
〈
理
解
〉
を
超
え
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
服
従
と
自
由
の
絶
え
ざ
る
緊
張
関
係
を
、
人
間

は
〈
生
き
る
〉
こ
と
が
で
き
る
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
信
じ
た
の
で
す
。

し
か
し
じ
っ
さ
い
に
は
、
信
仰
に
よ
る
服
従
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
無
条
件
的
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
信
仰
を
持
た
な

い
者
か
ら
す
る
と
、
ま
っ
た
く
理
解
不
可
能
で
、
時
と
し
て
狂
気
に
思
わ
れ
る
命
令
が
下
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
わ
が
国
に

お
い
て
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
（
一
九
九
五
年
三
月
二
〇
日
）
を
想
起
す
る
人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
一
般
的

に
み
て
理
解
を
超
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
不
治
の
病
を
癒
す
と
い
っ
た
〈
奇
跡
〉
を
目
の
当
た
り
に
し
て
信
仰
を
持
つ
に
い

た
り
、
無
条
件
的
な
服
従
が
現
実
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
奇
跡
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
ヒ
ト
ラ
ー
の

業
績
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
彼
の
信
奉
者
と
な
っ
た
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。〈
救
世
主
〉
の
ご
と
く
振
舞
う
ヒ
ト
ラ
ー
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
を
絶
滅
に
追
い
込
む
こ
と
さ
え
神
の
意
志
と
見
な
す
の
で
あ
れ
ば
、〈
殺
人
〉
と
い
う
行
為
す
ら
も
、
神
の
意
志
に
逆
ら
う
ユ

ダ
ヤ
民
族
を
〈
生
贄
〉
に
捧
げ
る
行
為
と
し
て
聖
化
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。
事
実
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
破
壊
を

〈
神
の
子
殺
し
の
民
〉
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
呪
い
が
成
就
し
た
の
だ
と
見
る
伝
統
的
な
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
解
釈
が
存
在
し
て
お
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
断
固
と
し
て
反
対
し
て
い
ま
し
た ）94
（

。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（Søren K

ierkegaard 1813-1855

）
は
そ
の
著
『
お
そ
れ
と
お
の
の
き
』（Frygt og 

Bæ
ven, 1843

）
の
な
か
で
、
神
の
命
令
に
従
っ
て
愛
す
る
ひ
と
り
息
子
を
手
に
か
け
よ
う
と
す
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
物
語
（
創
世
記　

二
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

二
章
一
―
一
四
節
））95
（

を
例
に
、
信
仰
が
〈
背
理
な
も
の
の
力
に
よ
る
逆
説
的
な
無
限
の
運
動
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
わ
た
し
の
ね
ら
い
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
物
語
の
う
ち
に
あ
る
弁
証
法
的
な
も
の
を
、
い
く
つ
か
の
問
題
の
形
式
で
と
り
出
し
て
、

信
仰
と
い
う
も
の
が
い
か
に
と
ほ
う
も
な
い
逆
説
で
あ
る
か
を
知
ろ
う
と
い
う
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
殺
人
を
さ
え
神
の
心
に
か
な
っ

た
神
聖
な
行
為
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
逆
説
、
イ
サ
ク
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
返
し
与
え
る
と
い
う
逆
説
、
こ
の
逆
説
は
思
惟
の

捉
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
信
仰
と
は
、
思
惟
の
終
る
と
こ
ろ
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
始
ま
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」）

96
（

。

信
仰
と
い
う
も
の
に
〈
思
惟
の
終
る
と
こ
ろ
〉
と
し
て
の
性
格
を
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
は
、
自
ら
の
善
と
悪
の
知
識
を
放
棄

し
、
神
の
御
手
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
そ
れ
を
、
ラ
ー
テ
ィ
オ
の
法
則
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ

る
も
の
、
非
合
理
的
な
行
動
と
し
て
承
知
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
不
透
明
で
悪デ

モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

魔
的
な
意
志
や
命
令
に
た
い
し
て
無
条
件
に

服
従
す
る
と
い
っ
た
危
険
と
も
、
つ
ね
に
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。

し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
服
従
は
目
を
閉
じ
て
従
い
、
自
由
は
開
か
れ
た
目
を
持
っ
て
い
る
」
と
、
服
従
と
自
由
に
つ
い
て
同

時
に
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
〈
開
か
れ
た
目
〉
と
い
う
の
は
、
善
悪
の
知
恵
の
実
を
食
べ
た
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
「
目
は
開
け
」
と
い

う
創
世
記
の
記
述
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
彼
に
と
っ
て
自
由
は
、
自
ら
の
〈
判
断
力
〉
を
持
つ
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
良

心
を
持
つ
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
ル
タ
ー
に
お
い
て
も
、
良
心
は
〈
行
動
力
〉
の
こ
と
で
は
な
く
、
行
動
に
つ
い
て
判
断
を
行
う

〈
判
断
力
〉
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す）97
（

。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、
無
条
件
的
に
服
従
す
る
の
と
同
時
に
、
悟
性
が
そ
の
強
み

を
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
他
律
と
自
律
が
た
え
ざ
る
緊
張
関
係
に
あ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
〈
キ
リ
ス
ト
律
的
良
心
〉
と
い
う
べ
き

も
の
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
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キ
リ
ス
ト
律

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
す
で
に
『
服
従
』
の
な
か
で
、
イ
エ
ス
は
律
法
を
成
就
す
る
た
め
に
到
来
さ
れ
た
と
し
て
明
ら
か
に
律
法
を
恩

寵
の
下
に
見
て
と
り
、「
キ
リ
ス
ト
の
義
は
、
新
し
い
律
法
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
の
律
法
（das G

esetz C
hristi

）
で
あ
る
」（D

BW
 4, 

121
）
と
強
調
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、『
倫
理
』
に
お
け
る
「〈
倫
理
的
な
こ
と
〉
と
〈
キ
リ
ス
ト
教
的
な
こ
と
〉」
と
い
う
章
で
は
、

〈
神
の
戒
め
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、
戒
め
と
律
法
を
区
別
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
両
者
は
解
き
が
た
く
互
い
に
属
し
合
う
も
の
だ

が
「
律
法
は
戒
め
に
包
み
込
ま
れ
て
お
り
、
戒
め
か
ら
生
じ
、
ま
た
戒
め
か
ら
理
解
さ
れ
う
る
」（D

BW
 6, 390

）
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
同
じ
く
『
倫
理
』
の
「
具
体
的
な
戒
め
と
神
の
委
任
」
と
い
う
一
九
四
三
年
四
月
に
逮
捕
さ
れ
る
直
前
の
時
期
に
書
か
れ
た
未
完
の
文

章
に
お
い
て
は
、〈
キ
リ
ス
ト
律
〉（C

hristonom
ie

）
と
い
う
言
葉
が
現
れ
ま
す
。

ま
ず
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
〈
神
の
戒
め
〉
と
い
う
の
は
、〈
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
の
戒
め
〉
を
指
し
ま
す
。
そ

れ
は
具
体
的
な
人
間
に
た
い
す
る
具
体
的
な
語
り
か
け
で
あ
り
、
無
時
間
的
・
無
場
所
的
に
で
は
な
く
、
た
だ
時
と
場
所
に
結
び
つ
い
て

聞
か
れ

0

0

0

う
る
も
の
だ
と
言
い
ま
す
（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 382

）。
そ
し
て
そ
れ
は
、
教
会
・
家
庭
〔
結
婚
と
家
庭
〕・
労
働
〔
文
化
〕 ）98
（

・

政オ
ー
ブ
リ
ヒ
カ
イ
ト

治
的
権
威
と
い
っ
た
、
戒
め
を
達
成
す
る
べ
く
神
か
ら
委
任
さ
れ
た
四
つ
の
領
域
に
お
い
て
人
間
に
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
領
域
の
相
対
・

相
互
・
対
立
関
係
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
妥
当
性
と
効
力
を
有
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
戒
め
に
関
し
て
、
良
心
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
当
為
（Sollen

）
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

許
し
（Erlauben

）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
神
の
戒
め
は
、
許
し

0

0

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
法
規
範
と
異
な
り
、
そ
れ
は
自
由

0

0

を
―
命
じ
る

0

0

0

。
そ
れ
が
神
の
戒
め
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
の
は
、
こ
の
矛
盾
を
止
揚
し
、
不
可
能
な
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
命
じ
う
る
こ
と
す
べ
て
の
彼
岸
に
あ
る
も
の
、
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

つ
ま
り
自
由
を
、
そ
の
本
来
の
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 386

）。

つ
ま
り
戒
め
は
、〈
自
由
〉
と
〈
命
令
〉
と
い
う
二
律
背
反
を
止
揚
し
、
高
次
の
統
一
に
い
た
ら
せ
る
と
言
え
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
に
お

け
る
良
心
が
罪
を
引
き
受
け
る
際
に
与
え
ら
れ
る
自
由
も
、
こ
の
戒
め
に
よ
る
命
じ
と
見
な
し
う
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、〈
キ
リ
ス
ト
律
〉（C

hristonom
ie

）
と
い
う
言
葉
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「〈
具
体
的
な
戒
め
〉
と
神
の
委
任
」
と
い
う
未
完
の
文

章
に
お
い
て
、
そ
れ
も
注
釈
の
な
か
で
一
度
だ
け
現
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
の
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
が
、
ま
さ
に
今
こ
う
し

た
表
現
と
な
り
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
法
規
範
に
原
則
的
に

拘
束
さ
れ
る
こ
と
か
ら
自
由
に
さ
れ
る
良
心
が
、
判
断
を
下
す
際
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
律
法
を
発
見
す
る
こ
と
が

問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
服
従
と
自
由
の
弁
証
法
に
お
い
て
、
他
律
と
自
律
の
対
立
を
超
え
る
、
よ
り
高
次
の
統
一
に
お
い
て
存
す
る
も
の

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
そ
こ
に
注
釈
を
付
け
た
箇
所
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
造

ダ
ス
・
ゲ
シ
ャ
ッ
フ
ェ
ネ

り
出
さ
れ
た
も
の
に
、
異
質
な
法
則
を
い
っ
さ
い
強
制
し
な
い
。
し
か
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、

彼
の
戒ゲ

ボ
ー
トめ

か
ら
引
き
離
さ
れ
た
よ
う
な
、
造
り
出
さ
れ
た
も
の
の
〈
固
有
法
則
性
〉
を
許
容
し
な
い
。
生
け
る
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
戒
め
は
、
造
り
出
さ
れ
た
も
の
を
、
そ
の
固
有
な
法
則

―
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
根
源
・
目
標
・
本
質
を
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
な
か
に
持
つ
法
則
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

―
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
、
自
由
に
す
る
。（･･････

）
確
か
に
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
戒
め
は
、
教
会
・
家
庭
・
文
化
・
政オ

ー
ブ
リ
ヒ
カ
イ
ト

治
的
権
威
を
支
配
す
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
委
任
そ
れ
ぞ
れ

に
属
性
と
し
て
存
在
す
る
機
能
が
知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
由
に
な
る
の
で
あ
る
。
教
会
に
よ
っ
て
宣
べ
伝
え
ら
れ
た
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
支
配
の
要
求
は
、
同
時
に
、
家
庭
・
文
化
・
政
治
的
権
威
が
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

―
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
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れ
た

―
本
質
を
発
揮
す
る
よ
う
に
解
放
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 406

）。　

こ
の
最
後
の
文
に
付
け
ら
れ
た
注
釈
に
は
、「
他
律
と
自
律
の
対
立
は
こ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
律
と
呼
び
う
る
、
よ
り
高
次
の
統
一
へ
と

克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 6, 406

）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
議
論
は
、
す
で
に
見
た
〈
事
柄
に
た
い
す
る
即
応
性
〉
に
お
い
て
、
事
柄
を
存
続
せ
し
め
て
い
る
〈
存
在
法
則
〉
と
い
う
も

の
に
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。
し
か
し
国
政
術
と
い
っ
た
形
式
的
な
技
術
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
人
間
の
生
の
現

実
を
汲
み
つ
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
何
か
具
体
的
な
も
の
が
原
理
的
に
先
取
り
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
〈
神
の
戒
め
〉
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
言
葉
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
上
に
あ
げ
た
引
用
に
お
い
て
も
、〈
固
有
法
則
性
〉
の
名
の
も
と
に
国
家
と
権
力
と
を
無
条
件
に
容
認
す
る
ル
タ
ー
主
義
的
な

〈
二
王
国
〉
論
の
克
服
が
、
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。〈
造
り
出
さ
れ
た
も
の
〉
と
し
て
、
こ
こ
で
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
委
託

さ
れ
た
教
会
・
家
庭
・
文
化
・
政
治
的
権
威
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
造
り
出
さ
れ
た
も
の
に
は
、
独
自
の
固
有
法
則
性
が
備

わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
固
有
法
則
性
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、「
す
べ
て
の

も
の
は
、
御
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
御
子
の
た
め
に
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（
コ
ロ
サ
イ 

一
章
一
五
節
）
と
い
う
聖
句
に
基
づ
い
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
〈
異
質
〉
な
権
威
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
〈
異
質
な
固
有
法
則
〉
が
強
制
さ
れ
、
そ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
態
も
あ
り
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
〈
真
の
固
有
法
則
〉、
つ
ま
り
〈
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
固
有
法
則
〉
を
発
見
す
る
こ
と
が
、
問
題
と
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
の
支
配
に
よ
っ

て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
造
り
出
さ
れ
た
も
の
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
服
従
す
る
こ
と
を
求
め
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
異
質

な
固
有
法
則
性
に
よ
る
拘
束
か
ら
自
由
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
本
質
を
発
揮
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

こ
の
よ
う
に
、
異
質
な
固
有
法
則
性
に
よ
る
従
属
か
ら
の
自
由
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
に
は
ル
タ
ー
の
有
名

な
〈
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
〉
の
二
重
規
定
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、「
キ
リ
ス
ト
者
は
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
立

つ
自
由
な
君
主
で
あ
っ
て
、
何
人
に
も
従
属
し
な
い
」
の
と
同
時
に
、「
キ
リ
ス
ト
者
は
す
べ
て
の
も
の
に
奉
仕
す
る
僕
で
あ
っ
て
、
何

人
に
も
従
属
す
る
」）99
（

と
い
う
逆
説
的
な
自
由
概
念
を
意
味
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
神
に
た
い
す
る
絶
対
的
な
束
縛
ゆ
え
に
、
神
以
外
の
す

べ
て
の
も
の
に
た
い
し
て
解
放
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
自
由
を
万
物
に
た
い
す
る
奉
仕
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
、〈
自
由
〉
と
〈
服
従
〉

の
二
律
背
反
を
止
揚
す
る
弁
証
法
的
表
現
を
用
い
て
説
か
れ
た
〈
自
由
〉
で
す
。

ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
キ
リ
ス
ト
に
服
従
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
固
有
法
則
を

新
た
に
発
見
す
る
と
い
う
自
律
性
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、〈
キ
リ
ス
ト
の
生
〉

を
生
き
つ
つ
、
つ
ま
り
、
彼
に
服
従
し
つ
つ
、
そ
の
法
則
を
発
見
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
文
章
に
お
け
る
「
服
従
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

人
間
は
神
の
十
戒
に
従
い

0

0

0

0

0

0

0

、
自
由
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

人
間
は
新
し
い

0

0

0

十
戒
を
創
造
す
る

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
あ
り
方
が
ふ
た
た
び
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
・
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
に

関
与
し
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
計
画
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
一
方
で
、「
殺
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
律
法
が
、
他
方
で
、
隣
人
愛
の
律
法
が
、
突
き
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
〈
責
任
を
負
う
生
活
の
構

造
〉
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
の
は
、
原
則
的
に
法
規
範
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
ゆ
え
に
与
え
ら
れ
る
〈
自

由
〉
に
お
い
て
、
決
断
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
こ
こ
に
、
他
律
と
自
律
の
対
立
を
超
え
て
よ
り
高
次
の
統
一
へ
と
解

き
放
た
れ
る
キ
リ
ス
ト
律
的
良
心
と
い
う
も
の
が
、
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
服
従
と
自
由
の
弁
証
法
に
お
い
て
見

出
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
律
を
、
今
、
こ
こ
で
、
そ
の
つ
ど
発
見
し
、
従
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
、
ボ
ン
へ

フ
ァ
ー
が
口
に
し
た
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
私
の
良
心
と
な
っ
た
」
と
い
う
あ
り
方
が
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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非
常
事
態
に
お
い
て
〈
必
然
性
〉
の
決
断
の
前
に
立
た
さ
れ
た
人
び
と
の
良
心
は
、
想
像
を
絶
す
る
泡
立
つ
よ
う
な
葛
藤
に
引
き
裂
か

れ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
に
で
も
、
神
の
導
き
を
見
逃
す
ま
い
と
祈
り
求
め
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
自
由
〉
を
〈
命
じ
る
〉
と
い
う
キ
リ
ス
ト
律
に
導
か
れ
る
良
心
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
そ
う
し
た
反
ナ

チ
抵
抗
者
た
ち
に
と
っ
て
、
大
き
な
勇
気
を
与
え
る
も
の
と
な
り
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
律
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
断
片
の
な
か
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
和
解
の
十
字
架
は
、
こ
の
神
な
き
世
界
の
只
中
で
、
神
の
前
で
生
き
る
こ
と
へ
の
自
由
で
あ
り
、（･･････

）
た
だ
十
字
架
に
つ

け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
宣
べ
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
に
こ
の
世
的
な
生
活
が
存
在
す
る
」（D

BW
 6, 404f.

）。

こ
こ
で
す
で
に
、『
獄
中
書
簡
集
』
の
な
か
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
た
「
神
の
前
で
神
と
共
に
わ
れ
わ
れ
は
神
な
し
に
生
き
る
」

（D
BW

 8, 534

）
と
い
う
有
名
な
言
葉
と
一
直
線
に
つ
な
が
る
テ
ー
マ
が
響
き
始
め
て
い
ま
す
。『
倫
理
』
で
取
り
組
ま
れ
た
〈
責
任
を

負
う
生
活
〉
と
い
う
も
の
が
、
今
度
は
具
体
的
に
、
無
神
的
な
こ
の
世
に
お
い
て
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
問
い
と
な
っ
て
、
逮
捕
後
も
獄

中
で
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
の
第
三
章
で
詳
し
く
取
り
上
げ
ま
す
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

む
す
び

新
約
聖
書
の
な
か
に
は
、「
し
か
し
、
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
悪
人
に
手
向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頬
を

打
つ
の
な
ら
、
左
の
頬
を
も
向
け
な
さ
い
。（･･････

）」（
マ
タ
イ　

五
章
三
九
節
）
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
イ
エ
ス
が

「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、〈
報
復
〉
と
の
関
連
に
お
い
て
説
い
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
、
第
二
期
の
終
わ
り
の
著
『
服
従
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「〔
悪
を
加
え
て
く
る
〕
他
人
を
克
服
す
る
の
は
、
そ
の
悪
が
必
然
的
に
ひ
と
り
で
に
止
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
悪
が
求
め
る
も
の
、
す
な
わ
ち
抵
抗
が
見
出
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悪
が
い
っ
そ
う
燃
え
立
ち
う
る
よ
う
な
、
新

し
い
悪
が
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
悪
は
、
何
の
対
象
も
抵
抗
も
見
出
さ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
自
発
的
に
担

わ
れ
、
苦
難
が
受
け
ら
れ
る
場
合
に
無
力
と
な
る
。
こ
こ
で
悪
は
、
も
は
や
増
大
す
る
こ
と
の
な
い
敵
に
つ
き
あ
た
る
の
で
あ
る
」

（D
BW

 4, 135

）。

つ
ま
り
、
苦
難
は
耐
え
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
力
に
さ
れ
、
悪
は
悪
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
暴
力
は
非
暴
力

に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
。
喜
ん
で
苦
し
み
に
あ
う
こ
と
は
、
悪
よ
り
も
は
る
か
に
強
く
、
そ
れ
は
悪
の
死
を
意
味
す
る
、
と
言
う
の
で
す
。

ガ
ン
デ
ィ
ー
を
尊
敬
す
る
平
和
主
義
的
な
第
二
期
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
し
た
が
っ
て
、〔
今
述
べ
た
よ
り
も
〕
ほ
か
の
態
度
を
キ
リ

ス
ト
者
に
必
要
と
さ
せ
る
ほ
ど
悪
が
強
大
で
あ
る
行
い
と
い
う
の
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
」（D

BW
 4, 136f.

）
と
、
悪
に
た
い
し
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て
抵
抗
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
拒
否
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
に
身
を
投
じ
る
と
い
う
大
変
貌
を
と
げ
た
の
で
す
。
そ
も
そ
も
彼
が
軍
事

的
抵
抗
運
動
に
加
わ
っ
た
の
は
、
ナ
チ
ス
と
闘
う
政
治
的
・
軍
事
的
抵
抗
運
動
に
、
彼
の
対
外
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら

で
し
た
。
し
か
し
ま
た
、
一
九
三
九
年
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
抹
殺
計
画
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
見

過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
に
た
い
す
る
迫
害
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
苦
難
が
差
し
迫
っ

た
事
実
と
し
て
存
在
し
た
の
で
し
た
。

す
で
に
一
九
三
三
年
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
直
面
す
る
教
会
』
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、
国
家
が
あ
る
べ
き
姿

か
ら
逸
脱
し
て
暴
虐
を
は
た
ら
い
た
場
合
、
教
会
の
と
る
べ
き
可
能
性
と
し
て
は
、「
車
に
引
か
れ
た
犠
牲
者
に
包
帯
を
巻
く
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
車
そ
の
も
の
の
進
行
を
阻
止
す
る
こ
と
」（D

BW
 12, 353

）
が
あ
り
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
い

ま
や
理
論
だ
け
で
は
な
く
、
実
践
に
移
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
〈
ド
イ
ツ
の
運
命
へ
の
参
与
〉
は
、〈
キ
リ
ス
ト
律
的
良
心
〉
と
呼
び
う

る
も
の
に
従
っ
て
、
選
び
取
ら
れ
た
道
行
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
冒
頭
で
あ
げ
た
獄
中
書
簡
の
な
か
で
述
べ

ら
れ
て
い
た
〈
最
善
の
良
心
〉
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、〈
代
理
的
愛
の
体
現
者
〉
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
名
の
〈
現
実
〉

に
即
応
し
た
責
任
を
負
う
行
動
の
た
め
に
、
法
規
範
に
原
則
的
に
縛
ら
れ
る
こ
と
か
ら
自
由
に
さ
れ
た
良
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、『
獄
中
書
簡
集
』
の
原
題
『
抵
抗
と
信
従
』（W

iderstand und Ergebung

）
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
手
紙
の
な
か
で
書
い
た
言
葉
か
ら
と
っ
て
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
四
四
年
二
月
二
一
日
、
彼

は
ベ
ー
ト
ゲ
に
宛
て
て
、
自
分
の
裁
判
が
滞
り
、
早
期
釈
放
の
望
み
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
報
じ
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
僕
は
こ
こ
で
、〈

シ
ッ
ク
ザ
ー
ル

運
命
〉
に
立
ち
向
か
う
不
可
欠
な
抵
抗

0

0

と
、
同
じ
く
不
可
欠
な
信
従

0

0

と
の
間
の
境
界
が
ど
こ
に
引
か
れ
る
の
か
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
た
び
た
び
頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 333

）。

こ
こ
で
問
題
は
、〈
運
命
〉
に
た
い
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
受
け
い
れ
て
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
同
様

に
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
、
抵
抗
と
信
従
の
境
界
を
超
え
る
場
に
於

い
て
生
き
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
し
ょ
う
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
う
続
け
て
い
ま
す
。

「〈
フ
ュ
ー
ル
ン
グ

摂
理
〉
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
こ
の
二
重
の
事
象
を
超
え
た
と
こ
ろ
で

0

0

0

0

0

0

0

は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。
神
は
わ
れ
わ
れ
に
、
た
だ
汝

と
し
て
出
会
う
ば
か
り
で
は
な
く
、〈
そ
れ
〉
の
な
か
に
〈
覆
面
さ
れ
て
〉
出
会
う
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
僕
の
問
い
で
問
題
な
の

は
、
要
す
る
に
、
ど
う
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
〈
そ
れ
〉（〈
運
命
〉）
の
な
か
に
〈
汝
〉
を
発
見
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

あ
る
い
は
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
う
す
れ
ば
〈
運
命
〉
が
本
当
に
〈
摂
理
〉
に
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
抵
抗

と
信
従
と
の
間
の
境
界
は
、
原
理
的
に
決
定
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
双
方
と
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
双
方
と
も

決
断
を
も
っ
て
掴
み
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
は
、
こ
の
動
的
で
生
き
た
行
動
を
要
求
す
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
つ
ど
の
現
在
的
な
状
況
に
耐
え
抜
き
、
そ
れ
を
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」（
傍
点
原
著
）

（D
BW

 8, 333f.

）。

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
〈
摂
理
〉
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
ヒ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
の
〈
摂
理
〉
に

は
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
援
用
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
〈
自
然
法
則
〉
が
含
ま
れ
、
そ
こ
で
は
神
の
意
志
が
、
自
然
の
秩
序
の
な
か

に
見
出
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
も
し
そ
れ
を
〈
摂
理
〉
と
見
な
せ
ば
、〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
の
〈
運
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命
〉
も
神
の
計
画
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
、〈
運
命
〉
が
本
当
に
〈
摂
理
〉
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
運
命
に
た
い
す
る
〈
抵
抗
〉
と
〈
信
従
〉
と
の
間
の
境
界
は
、
け
っ
し
て
原
理
的
に
決
定
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
信
仰
は
、
そ
の
つ
ど
の
現
在
的
な
状
況
に
耐
え
抜
き
決
断
す
る
と
い
う
、
動
的
で
生
き
た
行
動
を
要
求
す
る
も
の
な

の
で
す
。

こ
う
し
た
動
的
で
生
き
た
行
動
に
お
け
る
〈
決
断
〉
が
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
私
の
良
心
と
な
っ
た
」

（D
BW

 6, 279
）
と
い
う
良
心
に
お
い
て
、
人
間
的
ラ
ー
テ
ィ
オ
を
超
え
て
ウ
ル
テ
ィ
マ
・
ラ
ー
テ
ィ
オ
に
い
た
る
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ

ま
で
、
服
従
と
自
由
の
弁
証
法
的
な
生
を
生
き
つ
つ
、
選
び
取
ら
れ
て
行
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。「
悪
人
に
手
向
か
っ
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
教
え
を
何
か
原
理
的
な
も
の
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
悪
に
た
い
し
て
も
抵
抗
せ
ず
、〈
運
命
〉
の
手
に
ま
か

せ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
し
か
し
、〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉
以
後
、
も
は
や
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
第
二
期
の
平
和
主
義
的
な
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
第
三
期
に
い
た
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
計
画
に
参
与
す
る
と
い
う
大
変
貌
を
と

げ
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
苦
難
と
い
う
も
の
が
、
彼
に
〈
運
命
〉
に
た
い
し
て
断
固
と
し
て
立
ち
向
か
わ
せ
る
決
断
を
迫
っ
た
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
〈
信
従
〉
と
の
境
界
ぎ
り
ぎ
り
に
い
た
る
〈
抵
抗
〉
に
お
い
て
、
近
代
的
人
間
の
自
律
性
と
い
う
も
の
が
、
大

い
な
る
強
さ
を
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
真
に
責
任
を
負
う
自
己
は
、〈
目
を
閉
じ
て
〉
従
い
つ
つ
〈
開
い
た
目

で
〉
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
は
、
堕
罪
後
の
人
間
が
巻
き
込
ま
れ
た
〈
分
裂
〉
状
態
を
克
服

す
る
生
を
問
う
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
二
項
対
立
し
た
逆
説
を
止
揚
す
る
か
た
ち
で
弁
証
法
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
い
わ
ば
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
べ
き
人
間
観
で
あ
り
、
そ
れ
を
〈
理
解
す
る
〉
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
、
人
間
に
は
、〈
神
の
現
実
〉
と
〈
こ
の
世
の
現
実
〉
へ
の
問
い
が
同
時
に
経
験
さ
れ
る
〈
キ
リ
ス
ト
の
現
実
〉
を
〈
生
き
る
〉

こ
と
が
で
き
る
と
、
信
じ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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第二章 ボンヘッファーの人間学における良心論

と
こ
ろ
で
、
先
に
取
り
上
げ
た
ア
イ
ヒ
マ
ン
中
佐
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
同
じ
一
九
〇
六
年
に
生
ま
れ
、
同
じ
ド
イ
ツ
で
育
ち
ま
し

た
。
彼
は
忠
実
な
役
人
と
し
て
自
ら
の
〈
責
任
〉
を
果
た
し
、
ド
イ
ツ
の
法
律
に
従
い
、
自
ら
の
良
心
に
従
っ
て
、
総
統
ヒ
ト
ラ
ー
が
意

志
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
戦
後
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
地
方
裁
判
所
で
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
、
一
九
六
一
年
に
死
刑

に
処
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
に
た
い
す
る
応
答
と
し
て
の
〈
責
任
〉
を
負
う
生
活
に

お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
由
に
さ
れ
た
良
心
に
従
い
、
す
べ
て
の
法
規
範
を
放
棄
し
、
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
の
法
律
も
犯
し
、
罪

責
を
我
が
身
に
引
き
受
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
の
即
決
裁
判
に
よ
っ
て
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
、
一
九
四
五
年
四

月
九
日
、
完
全
な
裸
体
の
姿
で
絞
首
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
戦
後
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
国
家
反
逆
罪
者
と
す
る
判
決
は
、
無
効

と
さ
れ
た
の
で
し
た
。

戦
後
、
長
い
歳
月
を
経
る
間
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
反
ナ
チ
抵
抗
運
動
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
、
多
く
の
人
び
と
の
関
心
と
尊
敬
が

寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
一
九
九
五
年
四
月
に
ナ
チ
崩
壊
五
〇
周
年
を
迎
え
、
あ
ら
た
め
て
抵
抗

者
た
ち
に
た
い
す
る
判
決
の
不
当
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
裁
判
の
や
り
直
し
を
求
め
る
声
が

あ
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
ベ
ル
リ
ン
刑
事
法
廷
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
た
ち
の
死
刑
判
決
が
、
す
で
に
フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
を

管
轄
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
よ
る
一
九
四
六
年
五
月
二
八
日
の
法
令
（「
ナ
チ
不
法
を
正
す
た
め
の
法
令
第
二
一
号
」）
に
よ
っ
て
破
棄
さ

れ
て
い
る
事
実
を
確
定
し
た
の
で
す
。

「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
カ
ナ
ー
リ
ス
と
を
め
ぐ
る
抵
抗
グ
ル
ー
プ
の
努
力
は
、
事
実
上
、
可
及
的
速
や
か
に
戦
争
を
終
結
す
る
こ

と
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
罷
免
す
る
こ
と
、
ナ
チ
国
家
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
行
動
は
国
家
を
危
険
に
陥
れ
る
こ
と
を
意
図

し
た
も
の
で
は
な
く

―
ま
っ
た
く
反
対
に

―
、
ナ
チ
政
権
に
よ
っ
て
国
土
と
民
衆
と
の
上
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
害
悪
を
防
止
す
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る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
動
機
は
破
壊
で
は
な
く
、
祖
国
愛
で
あ
り
、
人
類
の
た
め
に
身
を
捧
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
」）

100
（

。

そ
し
て
一
九
九
八
年
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
全
会
一
致
で
ナ
チ
司
法
制
度
下
の
す
べ
て
の
不
当
判
決
を
廃
棄
し
、
そ
の
法
的
な
無
効

性
を
宣
言
し
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
法
的
に
は
無
罪
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
く
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
〈
最
善
の
良
心
〉
に

お
い
て
行
動
し
た
も
の
の
、
は
た
し
て
自
分
の
行
動
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
は
、
神
の
意
志
を
行
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、

彼
自
身
に
も
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。〈
責
任
〉
を
負
う
行
動
は
、
自
ら
の
善
悪
の
知
識
を
頼
み
と
し
て
自
己
を
正
当
化
す
る
い
っ
さ
い

の
試
み
を
断
念
し
、
た
だ
神
の
恵
み
と
裁
き
に
ゆ
だ
ね
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
国
家
の
法
を
遵
守
し
た
ア
イ
ヒ
マ
ン
も
最
終
的
に
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
国
家
の
法
律
を
守
る
こ
と
は
至
極

当
然
だ
と
さ
れ
る
〈
常
識
〉
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
国
家
で
生
ま
れ
育
ち
、
何
が
責
任
あ
る
行
動
か
を
国
家
の

手
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
て
き
た
人
間
に
、
も
し
そ
の
国
家
が
、
も
は
や
〈
人
間
と
し
て
〉
裁
か
れ
る
べ
き
道
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
場

合
に
は
、
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
、
何
か
し
ら
の
立
脚
点
を
持
つ
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
は
、
人
間
と
は
何

か
、
そ
も
そ
も
私
の
良
心
と
は
誰
と
共
に
知
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
私
は
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
と
問
わ
ざ
る
を
え
な
い

で
し
ょ
う
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
良
心
論
は
、〈
人
間
と
し
て
〉
真
に
〈
責
任
を
負
う
〉
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
、
わ
れ
わ
れ
に
問
い

か
け
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
、
思
わ
れ
る
の
で
す
。
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）, 1998, 637-643.

（
27
） Ibid., 641.

（
28
） A

. Fürst, „Ü
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、
前
掲
書
、
一
二
二
頁
以
下
参
照
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（
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四
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フ
ラ
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ス
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ジ
ャ
ン
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ン（Jean Buridan

）の
名
前
に
由
来
す
る
が
、
そ
の
著
作
に
は
こ
の
よ
う
な
ロ

バ
の
話
は
い
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
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け
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に
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え
て
死
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ま
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ろ
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い
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神
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弘
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新
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庭
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労
働
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政
治
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権
威
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
く
テ
キ
ス
ト「
具
体
的
な
戒
め
と
神
の
委
任
」（D

BW
6, 392�.

）に
お

い
て
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、
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化
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裁
判
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の
判
決
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執
行
が
原
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的
に
不
法
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
詳
細
に
判
決
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ナ
チ
支
配
者
た
ち
は
、
抵
抗
運
動
の
人
び
と
を
排
除
し
殺
害
す
る
た
め
に
刑
法
を
用
い
た
に
過
ぎ
ず
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フ
ロ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ル
ク
の〈
裁
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、
裁
判
と
い
う
名
前
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
り
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即
決
裁
判
は
、
も
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ぱ
ら
Ｓ
Ｓ
メ
ン
バ
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と
、
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強
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収
容
所
長
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す
な
わ
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罪
的
な
命
令
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執
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、
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か
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決
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す
る
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で
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な
い
し
、
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ん
で
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人
物
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構
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さ
れ
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い
た
、
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さ
れ
た
の
で
あ
る
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ボ
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ヘ
ッ
フ
ァ
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即
決
裁
判
と
司
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的
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権
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照
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宮
田
、
前
掲
書
、
七
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―
八
四
頁
。
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第
三
章 

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
成
人
し
た
世
界
〉
に
お
け
る
人
間
学

は
じ
め
に 

最
終
章
に
お
い
て
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
生
涯
最
後
の
一
年
に
記
し
た
獄
中
書
簡
の
な
か
で
、
後
に
世
界
的
な
注
目
を
浴
び
た
〈
新

し
い
神
学
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
焦
点
を
あ
て
ま
す
。
そ
れ
が
一
九
六
〇
年
代
に
世
俗
化
の
文
脈
に
お
い
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
際
の

さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
と
比
較
し
つ
つ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
自
身
の
問
題
意
識
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
探
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
人
間
観
を

示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
っ
た
く
〈
無
宗
教
〉
の
時
代
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
彼
の
時
代
分
析
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
、
誤
っ
た

〈
こ
の
世
〉
理
解
と
し
て
の
〈
宗
教
〉
で
は
な
く
、〈
真
の
こ
の
世
性
〉
を
生
き
、〈
他
者
の
た
め
に
〉
仕
え
る
〈
成
人
〉
の
姿
を
描
き
出

し
、
そ
の
人
間
学
が
持
つ
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
ま
す
。

第
一
節　

世
俗
化
の
議
論
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

一　
『
獄
中
書
簡
集
』
に
お
け
る
〈
新
し
い
神
学
〉
の
反
響

実
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
が
世
界
的
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
彼
の
『
倫
理
』
や
『
服
従
』
と
い
っ
た
著
作
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
テ
ー
ゲ
ル
の
独
房
で
綴
ら
れ
た
書
簡
と
覚
え
書
き
に
見
出
さ
れ
る
「
五
〇
頁
ば
か
り
の
神
学
思
想
」）1
（

が
大
き
な

衝
撃
を
与
え
た
こ
と
に
負
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
〈
新
し
い
神
学
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
一
九
四
四
年
四
月
三
〇
日
以
降
、
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ベ
ー
ト
ゲ
宛
て
の
手
紙
の
な
か
で
折
に
ふ
れ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
半
年
後
の
一
九
四
三
年

一
一
月
か
ら
始
ま
る
二
人
の
神
学
的
な
や
り
と
り
は
、「
非
合
法
的
な
郵
便
配
達
人
」（D

B, 941

）
を
介
す
る
秘
密
裏
な
文
通
に
よ
っ
て

翌
年
九
月
末
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
途
切
れ
て
い
る
の
は
、
ベ
ー
ト
ゲ
も
ま
た
「
七
月
二
〇
日
」
事
件
と
の
関
連
で
同
年
一

〇
月
末
に
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
彼
は
自
分
が
逮
捕
さ
れ
る
二
日
前
に
危
険
を
察
知
し
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
か
ら
受
け
と
っ

た
最
後
の
手
紙
を
破
棄
し
て
い
ま
す
（D

B, 940

）。
幸
い
ベ
ー
ト
ゲ
は
一
九
四
五
年
四
月
二
五
日
に
釈
放
さ
れ
、
生
き
延
び
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
し
て
戦
後
、
彼
を
中
心
と
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
遺
稿
の
編
纂
お
よ
び
出
版
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
生
涯
と
思
想
が
広
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
『
獄
中
書
簡
』
に
は
、「
あ
る
書
物
の
草
稿
」（D

BW
8, 556-561

）
と
題
さ
れ
た
、
た
び
た
び

引
用
さ
れ
る
短
い
草
稿
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
〈
新
し
い
神
学
〉
と
同
時
期
の
一
九
四
四
年
四
月
末
か
ら
八
月
末
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
経
過
に
お
い
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
そ
の
生
涯
最
後
の
一
年
に
、
神
学
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
新
た
な
衝
撃
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
、「〈
成
人
し
た
世
界
〉
に
お
け
る
〈
無
宗
教
的
〉
キ
リ
ス
ト
教
」
や
、「
聖
書
的
諸
概
念
の
〈
非
宗
教
的
〉
解
釈
」
と
い
う

重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
口
に
し
た
の
で
し
た
。
わ
ず
か
な
分
量
の
遺
稿
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
思
想
は
大
き
な
反
響
を
呼

び
、
戦
後
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
め
ぐ
る
賛
否
両
論
を
巻
き
起
こ
す
根
拠
と
も
な
っ
た
の
で
す
。

す
で
に
一
九
五
一
年
に
『
獄
中
書
簡
集
』
は
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
本
格
的
な
注
目
が
集
ま
り
始
め
た
の

は
、
六
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
獄
中
で
記
さ
れ
た
〈
新
し
い
神
学
〉
は
、
久
し
く
〈
世
俗
化
の
問
題
〉
が
教
会
を
悩
ま
せ
て

い
た
当
時
の
英
米
圏
に
お
い
て
と
り
わ
け
大
き
な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
六
〇
年
代
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
大
き
く
転
じ
、
神
学
の
世
代
交
代

が
叫
ば
れ
た
時
期
で
、
二
〇
世
紀
の
神
学
に
お
い
て
独
特
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。

二
つ
の
世
界
大
戦
の
狭
間
に
あ
る
一
九
二
〇
年
代
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
神
学
世
界
を
統
御
し
て
い
た
の
は
、
カ
ー
ル
・
バ

250

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

250 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:57

 



第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

ル
ト
を
筆
頭
格
と
す
る
新
正
統
主
義
の
キ
リ
ス
ト
教
で
し
た
。
そ
れ
は
自
由
主
義
神
学
に
た
い
し
て
新
し
く
興
っ
た
潮
流
で
、〈
弁
証
法

神
学
〉
な
い
し
〈
危
機
神
学
〉
と
呼
ば
れ

―
バ
ル
ト
自
身
は
〈
神
の
言
葉
の
神
学
〉
と
呼
ん
で
い
ま
す

―
、〈
神
の
超
越
性
〉
に
圧

倒
的
な
強
調
点
を
置
く
も
の
で
す
。
新
正
統
主
義
の
一
元
的
統
御
は
戦
後
も
続
い
て
い
ま
し
た
が
、
六
〇
年
代
中
葉
に
も
な
る
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
批
判
や
反
発
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
超
越
に
た
い
し
て
内
在
、
彼
岸
に
た
い
し
て
〈
こ
の
世
性
〉

（
此
岸
性
）
を
強
調
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
潮
流
で
す
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
は
、〈
世
俗
化
の
神
学
〉
や
〈
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
〉（
神
の
死

の
神
学
）
と
し
て
展
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
名
が
た
び
た
び
引
か
れ
、
そ
の
人
物
と
思
想
が
世
界
的
に
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
本
書
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
を
人
間
学
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
き
た

わ
け
で
す
が
、
そ
の
特
質
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
〈
限
界
・
境
界
〉
を
意
味
す
る
神
と
の
関
わ
り
か
ら
、
つ
ま
り
〈
超
越
〉
か
ら
捉
え
る

こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
は
た
し
て
彼
は
、
そ
の
生
涯
の
最
後
の
数
ヶ
月
間
に
、
突
如
と
し
て
振
り
子
を
神
の
〈
超
越
〉
か
ら
〈
内
在
〉
へ

と
大
き
く
転
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
先
取
り
し
て
言
う
と
、
今
日
に
お
い
て
は
、
当
時
の
英
米
圏
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
理
解
は
混

乱
し
て
お
り
、
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
わ
が
国
で
は
今
日
で
も
、
と
く
に
宗
教
学
的
視
点

か
ら
の
研
究
領
域
に
お
い
て
は
、
六
〇
年
代
の
英
米
圏
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
少
な
か
ら
ず
影
響
を
残
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
場
合
、
こ
れ
か
ら
本
章
に
お
い
て
論
じ
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
理
解
は
、
意
外
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
不
要
な
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も
、
あ
ら
か
じ
め
当
時
の
世
俗
化
の
文
脈
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
受
容

と
そ
の
後
を
簡
単
に
概
観
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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二　

六
〇
年
代
に
お
け
る
神
学
的
世
代
交
代

（
一
）
新
正
統
主
義
に
よ
る
一
元
的
統
御
の
終
焉

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
世
俗
化
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
ま
た
ど
こ
に
問
題
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
か
を
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
新
正
統
主
義
神
学
の
主
た
る
主
張
と
、
そ
れ
に
た
い
す
る
批
判
の
代
表
的
な
も
の
を
示
し

て
お
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
も
ま
た
バ
ル
ト
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、
基
本
的
に
は
、
新
正
統
主
義
の
線
上

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
、
新
正
統
主
義
の
一
元
的
統
御
に
た
い
す
る
批
判
が
高
ま
る
六
〇
年
代
に
、
そ
の

超
克
を
目
指
す
〈
世
俗
化
の
神
学
〉
や
〈
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
〉
と
い
っ
た
新
潮
流
に
お
い
て
、
脚
光
を
浴
び
た
の
で
す
。
こ
の
謎
は
、
新

正
統
主
義
に
つ
い
て
語
る
こ
と
な
し
に
、
解
き
明
か
し
え
な
い
で
し
ょ
う
。

新
正
統
主
義
に
数
え
ら
れ
る
神
学
者
た
ち
は
、
神
の
超
越
性
と
人
間
の
認
識
的
な
限
界
、
す
な
わ
ち
、
神
と
人
間
の
断
絶
を
強
く
主
張

し
、
両
者
の
弁
証
法
的
関
係
か
ら
信
仰
が
始
ま
る
と
説
き
ま
す
。
彼
ら
は
、
自
由
主
義
神
学
の
楽
観
的
な
人
間
観
や
歴
史
観
、
神
論
や
キ

リ
ス
ト
論
を
批
判
し
て
や
ま
ず
、
政
治
領
域
を
含
め
る
倫
理
領
域
に
お
い
て
も
、
人
間
に
可
能
な
こ
と
と
そ
う
で
な
い
こ
と
を
慎
重
に
区

別
す
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
い
た
る
背
景
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
凄
惨
極
ま

り
な
い
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ハ
ー
（Friedrich D

aniel Ernst Schleierm
acher 1768-1834

）
と
そ
の
弟
子

た
ち
が
関
わ
っ
て
い
た
自
由
主
義
神
学
は
、
完
全
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
幻
滅
を
覚
え
さ
せ
た
の
で
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ハ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
〈
絶
対
依
存
の
感
情
〉
と
い
っ
た
宗
教
的
経
験
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
神
中
心
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

人
間
中
心
の
事
柄
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
神
学
は
、
バ
ル
ト
ら
の
目
に
人
間
の
価
値
を
流
布
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
映
っ
た
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

の
で
す
。
も
し
人
間
の
価
値
な
る
も
の
が
こ
の
よ
う
な
世
界
大
戦
に
導
い
た
と
す
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
を
い
っ
た
い
ど
う
受
け
と
め
れ
ば

よ
い
の
か
。
こ
の
問
い
に
た
い
し
て
バ
ル
ト
は
、
神
の
〈
他
者
性
〉
を
強
調
し
、
人
間
中
心
的
な
神
学
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

そ
の
思
索
は
、
未
完
の
著
『
教
会
教
義
学
』
に
お
い
て
組
織
的
に
解
説
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
著
の
主
た
る
テ
ー
マ
は
、
聖
書
に
よ
っ
て

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
自
己
啓
示
を
真
剣
に
受
け
と
る
必
要
を
説
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン

に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
主
題
の
く
り
返
し
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
の
神
学
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
固
有
性
を
再
確
認
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
自
由
主
義
神
学
は
、
や
や
も
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
独
自
性
を

容
易
に
放
棄
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
主
義
神
学
の
大
き
な
関
心
に
は
、
例
え
ば
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の
相
関
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
間
の
対
話
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
や
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
進
化
論
と
い
っ
た
最
新
の
知
識
と
の
間
に
橋
を
渡
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
教
義
を
再
解
釈
、

ま
た
時
に
は
、
放
棄
す
る
こ
と
に
も
な
り
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
由
主
義
神
学
批
判
か
ら
出
発
し
た
新
正
統
主
義
神
学
で
し
た
が
、
二
つ
の
世
界
大
戦
後
の
混
乱
も
お
さ
ま
り
、
世

界
が
相
対
的
に
安
定
期
に
入
る
六
〇
年
代
に
も
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
や
反
発
が
起
こ
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ア
リ
ス
タ
ー
・

Ｅ
・
マ
ク
グ
ラ
ス
（A

lister E. M
cG

rath 1953- 

）
は
、
新
正
統
主
義
に
た
い
し
て
向
け
ら
れ
て
き
た
批
判
の
な
か
で
と
く
に
重
要
な
も

の
と
し
て
、「
過
度
の
懐
疑
主
義
」「
信
仰
主
義
」「
他
宗
教
を
歪
曲
な
い
し
倒
錯
と
し
て
退
け
る
」
の
三
点
を
あ
げ
て
い
ま
す）2
（

。

第
一
に
、
新
正
統
主
義
が
説
く
神
の
〈
超
越
性
〉
や
〈
他
者
性
〉
の
強
調
は
、
神
を
か
け
離
れ
た
意
味
を
な
さ
な
い
存
在
と
し
て
見
る

こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
過
度
の
懐
疑
主
義
に
導
く
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
新
正
統
主
義
に
お
い
て
は
神
の

主
権
と
自
由
が
強
調
さ
れ
る
反
面
、
人
間
の
役
割
や
自
由
、
経
験
と
い
っ
た
概
念
が
ず
っ
と
後
方
に
追
い
や
ら
れ
る
、
と
た
び
た
び
指
摘

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
教
え
に
よ
る
と
、
神
の
統
治
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
世
界
そ
れ
自
体
に
何
も
根
拠
は
な
く
、
歴
史
的
救
済

253

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

253 

 

折 

 

2020/10/08 10:05:57

 



は
、
た
だ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
の
み
成
就
さ
れ
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
さ
え
も
、
ま
ず
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
か
ら
始
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
も
語
り
え
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
言
説
は
、
新
正
統
主
義
に
不

足
を
見
出
す
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
積
極
的
な
営
み
を
挫
け
さ
せ
、
文
化
と
自
然
か
ら
神
学
上
の
あ
ら
ゆ
る
尊
厳
を
剥
奪
す
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、〈
弁
証
法
神
学
〉
と
は
名
ば
か
り
で
、
少
し
も
弁
証
法
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
一
方
的
な

ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
つ
ま
り
〈
キ
リ
ス
ト
一
元
主
義
〉（C

hristom
onism

）
に
陥
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
論
難
さ
れ
た
の
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
批
判
に
た
い
し
て
、
新
正
統
主
義
を
擁
護
す
る
人
び
と
か
ら
は
反
論
の
声
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
バ
ル
ト
の
言
説
は

人
間
の
自
由
を
果
敢
に
擁
護
し
た
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
人
間
の
自
由
と
神
の
主
権
と
の
間
に
矛
盾
は
な
い
こ
と
が
、
バ
ル
ト
個
人
の

自
由
で
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
人
間
性
さ
え
並
べ
立
て
ら
れ
て
、
反
駁
が
試
み
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
栗
林
輝
夫
の
次
の
よ
う
な
指
摘
に

も
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

「
バ
ル
ト
個
人
が
い
か
に
闊
達
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
彼
の
神
学
体
系
に
お
い
て
、
神
の
自
由
が
人
間
の
自
由
を
断
然
凌
駕
す
る
の

は
間
違
い
な
い
。
人
間
の
自
由
へ
の
主
体
的
な
は
た
ら
き
、
人
間
の
尊
厳
を
求
め
る
政
治
社
会
的
運
動
、
そ
う
し
た
も
の
は
神
の
戒

め
へ
の
服
従
的
応
答
と
し
て
の
み
視
野
に
入
っ
て
来
る
。
そ
れ
も
常
に
人
間
的
な
過
ち
を
犯
す
も
の
と
し
て
懐
疑
さ
れ
、
厳
重
な
枠

を
嵌
め
ら
れ
て
。
そ
う
し
た
あ
る
種
、
歴
史
的
人
間
へ
の
不
信
と
言
え
る
も
の
、
ス
ト
イ
ッ
ク
な
真
摯
さ
が
、
六
〇
年
代
の
世
界
的

0

0

0

0

0

0

0

0

な
政
治
的
高
揚

0

0

0

0

0

0

、
転
換
の
時
代
の
足
か
せ
と
な
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
は
否
め
な
い
」（
傍
点
原
著
））

3
（

。

さ
ら
に
第
二
の
批
判
と
し
て
、
新
正
統
主
義
に
お
け
る
「
神
の
啓
示
に
基
づ
く
」
と
い
う
主
張
に
は
、
あ
る
種
の
循
環
論
法
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
啓
示
を
検
証
す
る
の
は
啓
示
の
み
と
な
り
、
そ
こ
に
人
間
の
出
る
幕
が
な
い
。
言
い
換
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

え
れ
ば
、
新
正
統
主
義
の
真
理
主
張
が
検
証
さ
れ
う
る
外
的
に
認
知
さ
れ
た
言
及
点
は
存
在
せ
ず
、
多
く
の
批
評
家
が
示
唆
す
る
よ
う

に
、〈
信
仰
主
義
〉
に
陥
り
か
ね
な
い
。
悪
く
向
か
う
と
、
閉
じ
た
信
仰
体
系
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
信
仰
と
教
会
が
す
べ

て
と
な
り
、
理
性
的
判
断
や
外
か
ら
の
い
か
な
る
批
判
に
も
耳
を
か
さ
ず
、
独
善
的
に
な
る
傾
向
を
生
ま
な
い
と
言
い
切
れ
な
い
も
の
が

あ
る
、
と
言
う
の
で
す）4
（

。

第
三
の
批
判
は
、
新
正
統
主
義
に
お
い
て
は
、
他
宗
教
は
歪
曲
で
あ
り
倒
錯
で
あ
る
と
し
て
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で

す
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
他
宗
教
を
信
じ
た
り
魅
力
を
感
じ
た
り
し
て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
助
け
と
な
る
よ
う
な
応
答
が
何
も
で
き

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
他
の
宗
教
の
存
在
を
視
野
に
入
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
関
連
で
そ
れ
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
上
が
、
新
正
統
主
義
に
向
け
ら
れ
て
き
た
批
判
の
代
表
的
な
も
の
と
言
え
ま
す
。
確
か
に
栗
林
が
述
べ
る
よ
う
に）5
（

、
バ
ル
ト
は
神

学
真
理
を
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
以
外
の
一
般
理
性
に
よ
っ
て
推
し
量
る
こ
と
を

い
っ
さ
い
認
め
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
他
宗
教
の
人
び
と
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
接
点
を
見
出
そ
う
と
求
め
て
も
、
何
か
の
共
通
し
た
手

が
か
り
を
積
極
的
に
示
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
も
し
緊
張
を
欠
け
ば
、
新
正
統
主
義
の
論
理
は
、
一
般
社
会
や

非
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
に
た
い
し
て
無
関
心
に
な
り
、
教
会
内
だ
け
で
通
用
す
る
内
向
き
の
言
説
へ
と
堕
す
る
こ
と
に
も
な
り
え
ま
す
。

し
か
し
バ
ル
ト
か
ら
す
る
と
、
神
の
特
殊
啓
示
以
外
の
場
に
キ
リ
ス
ト
教
の
合
理
的
弁
証
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
、
自
滅
の
道
を
意
味
す

る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
理
性
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
理
性
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
自
己
啓
示
を
承
認
し

て
は
じ
め
て
、
は
た
ら
き
出
す
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
バ
ル
ト
の
教
義
体
系
は
、
あ
る
意
味
で
し
っ
か
り
と
芯
が

通
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ナ
チ
ス
の
時
代
に
お
い
て
も
、
偶
像
崇
拝
に
抗
じ
る
告
白
教
会
の
最
強
の
論
理
と
な
り
え
た
こ
と
は
、
動
か
し
が

た
い
事
実
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
問
い
が
起
こ
り
、
六
〇
年
代
半
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ば
に
世
界
が
大
き
く
揺
る
が
さ
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
新
正
統
主
義
と
は
異
な
る
新
し
い
潮
流
の
数
々
が
醸
成
さ
れ
、
時
代
に

応
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

（
二
）
新
し
い
潮
流
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
受
容

ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
神
へ
の
誠
実
』（
一
九
六
三
年
）

そ
の
ひ
と
つ
が
、
超
越
に
た
い
し
て
内
在
、
彼
岸
に
た
い
し
て
〈
こ
の
世
性
〉
を
強
調
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
潮
流
で
し
た
。
そ
の
最

初
の
兆
候
は
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ー
ル
ウ
ィ
ッ
チ
司
教
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
Ｔ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（John A

. T. Robinson 1919-

1983

）
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
神
へ
の
誠
実
』（H

onest to G
od, 1963

）
に
お
い
て
現
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
著
が
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
た

い
す
る
全
世
界
的
な
新
し
い
関
心
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
主
流
な
見
解
と
し
て
は
、
こ
こ
で
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
理
解
の
正
当
性
は
疑
問
視
さ
れ
て
い

ま
す
。
Ｅ
・
ベ
ー
ト
ゲ
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
ブ
ル
ト
マ
ン
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
本
質
的
に
同
一
視
し
て
い
る
の
を
見

て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
著
作
を
本
当
に
理
解
し
た
と
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
ま
す）6
（

。
ベ
ー
ト
ゲ
の
考
え
に
よ
る
と
、

ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
は
、
次
の
こ
と
の
一
例
で
す
。
つ
ま
り
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
最
後
の
神
学
的
省
察
が
持
つ
未
解

決
で
未
完
成
な
書
簡
と
い
う
形
式
は
魅
惑
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
、「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
表
現
を
用
い
て
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
自
分
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
あ
る
い
は
、
本
来
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
全
著
作
を
見
る
な
ら
そ
の
よ
う
に
語
り
え
な
い

こ
と
に
ま
で
、
あ
ま
り
に
も
性
急
に
展
開
を
進
め
る
と
い
う
誘
惑
へ
と
導
い
た
」）7
（

ひ
と
つ
の
例
だ
と
言
う
の
で
す
。
例
え
ば
ロ
ビ
ン
ソ
ン

は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
神
観
を
、
よ
り
実
存
に
深
く
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
的
な
意
味
に
お
け

る
「
わ
れ
わ
れ
全
存
在
の
究
極
の
深
み
」）8
（

と
同
様
に
見
て
お
り
、
こ
こ
で
は
有
神
論
に
と
っ
て
代
わ
る
神
概
念
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

理
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
想
全
体
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
拡
大
し
た
解
釈
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

世
俗
化
の
神
学

ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
議
論
を
前
ぶ
れ
に
、
ポ
ス
ト
・
バ
ル
ト
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
い
ち
早
く
戦
後

キ
リ
ス
ト
教
の
旗
手
と
捉
え
た
の
は
、
穏
健
的
な
自
由
主
義
神
学
者
と
急
進
的
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
者
の
双
方
で
し
た
。
ま
ず
自
由
主

義
神
学
者
の
反
応
か
ら
述
べ
る
と
、
彼
ら
を
何
よ
り
も
驚
か
せ
た
の
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
「
わ
れ
わ
れ
は
完
全
に
無
宗
教
の
時
代

に
向
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
現
実
を
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
歓
迎
す
べ
き
こ
と
と
し
て
受
け
い
れ
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
主
張

を
い
ち
早
く
英
米
圏
で
展
開
し
た
の
が
、〈
世
俗
化
の
神
学
〉
で
す
。
戦
後
責
任
に
悩
む
ド
イ
ツ
や
日
本
と
異
な
り
、
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ

で
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
へ
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
世
俗
化
の
議
論
に
集
中
し
、
そ
れ
は
ハ
ー
ヴ
ィ
・
Ｇ
・
コ
ッ
ク
ス
（H

arvey G
. C

ox 

1929- 

）
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
世
俗
都
市
』（�

e secular city, 1965

）
で
一
挙
に
火
が
つ
き
ま
し
た
。

ご
く
簡
単
に
述
べ
る
と
、
コ
ッ
ク
ス
は
こ
の
著
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
の
理
解
に
沿
っ
て
さ
ら
に
世

俗
化
の
概
念
を
押
し
進
め
、
神
の
歴
史
の
わ
ざ
と
し
て
脱
宗
教
化
と
世
俗
化
を
大
い
に
歓
迎
し
、
遠
か
ら
ず
人
類
に
宗
教
な
し
に
生
き
る

時
代
が
や
っ
て
来
る
こ
と
を
予
言
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
獄
中
で
唱
え
た
〈
成
人
し
た
世
界
〉
や

〈
無
宗
教
的
に
生
き
る
〉
と
い
う
こ
と
の
本
当
の
意
味
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
呼
ば
れ
る
時
代

が
訪
れ
、
そ
れ
は
世
俗
化
と
宗
教
没
落
の
時
代
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宗
教
復
興
と
聖
な
る
も
の
の
復
帰
の
時
代
で
あ
る
こ
と
が
、
コ
ッ
ク

ス
自
身
に
も
明
白
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
〈
新
宗
教
〉
の
流
行
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
る
時
代
判
断
の
錯
誤
を
証
明
す
る
こ
と

に
も
な
り
え
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
か
な
ら
ず
し
も
的
を
射
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
ド
イ
ツ
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ネ
・
テ
ィ
ー
ツ
（C

ristiane Tietz 1967-
）
も
述
べ
る
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
宗
教
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概
念
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
「
宗
教
」
と
呼
ぶ
も
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
よ
う
な
、
広
義
の
現
象
学
的
概
念
で
は
な
い
か
ら
で
す）9
（

。
後

に
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
宗
教
批
判
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
西
洋
的
に
刻
印
さ
れ
特
定
さ
れ
た
、〈
宗
教
〉

の
衣
服
を
ま
と
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
（
神
の
死
の
神
学
）

こ
う
し
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
か
ら
断
片
を
と
り
出
し
て
拡
大
解
釈
す
る
と
い
っ
た
傾
向
は
、〈
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
〉
に
お
い
て
も
っ
と

も
顕
著
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
代
に
神
の
不
在
、
そ
の
死
す
ら
告
げ
る
新
し
い
潮
流
で
、〈
神
の
死
の
神
学
〉
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
〈
神
の
死
〉
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
ア
メ
リ
カ
に
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
を
巻
き
起
こ
し
、
ひ
と
つ
の
〈
文
化
現
象
〉
と
も
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
の
登
場
は
華
々
し
く
、
一
九
六
五
年
一
〇
月
に
『
タ
イ

ム
』（Tim

e

）
誌
が
「
神
の
死
」
の
特
集
号
を
出
し
、
三
人
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
ト
マ
ス
・
Ｊ
・
Ｊ
・
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
（�

om
as 

J. J. A
ltizer 1927-2018

）、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
（Paul van Buren 1924-1998

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン

（W
illiam

 H
am

ilton 1924-2012

）
の
名
前
が
見
開
き
を
大
き
く
飾
り
ま
す
。
そ
の
後
を
追
う
よ
う
に
『
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
』（Playboy

）

誌
が
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
神
学
の
特
集
を
行
い
、
全
米
の
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
が
、
競
う
よ
う
に
神
の
死
の
ニ
ュ
ー
ス
を
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

に
報
じ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
神
の
死
は
瞬
く
間
に
ア
メ
リ
カ
の
文
化
現
象
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
こ
れ
に
対
抗
し
て
敬
虔
な
人

び
と
が
、「
神
は
死
に
給
う
こ
と
な
し
」
と
猛
反
発
が
起
こ
り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
者
た
ち
は
辛
ら
つ
に
批
判
さ
れ
、
な
か
に
は
失
職
に

追
い
込
ま
れ
た
も
の
さ
え
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
ハ
ミ
ル
ト
ン
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
真
意
が
歪
曲
さ
れ
て
興
味
本
意
に
書
き
立
て
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
教
会
に
た
い
し
て
懸
命
に
弁
明
し
ま
す
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
火
に
油
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、〈
神

の
死
〉
が
一
人
歩
き
し
始
め
る
の
を
口
惜
し
く
見
守
る
ほ
か
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す）10
（

。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

こ
う
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
や
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
わ
れ
わ
れ
こ
そ
が
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
新

し
い
神
学
〉
を
継
承
し
、〈
究
極
的
な
誠
実
さ
〉
を
も
っ
て
神
と
歴
史
を
問
い
直
し
て
き
た
の
だ
と
、
自
負
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
ハ
ミ

ル
ト
ン
自
身
が
、
あ
ま
り
に
も
不
当
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
引
用
し
て
は
い
な
い
か
と
問
わ
れ
た
際
に
、「
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ボ

ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
創
造
的
に
乱
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
」）11
（

と
答
え
て
お
り
、
解
釈
と
し
て
は
、
行
き
過
ぎ
の
き
ら
い
が
否
め
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ー
ト
ゲ
も
述
べ
る
よ
う
に
、
事
実
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
才
能
あ
る
イ
ニ
シ
エ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
そ
れ
も
ま
っ
た
く
的
外
れ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う）12
（

。
し
か
し
一
方
で
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
伝
統
に
た
い
す
る
責
任
と
自

覚
的
な
関
わ
り
を
失
わ
ず
に
い
た
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
彼
は
一
九
三
三
年
に
書
い
た
「
今
日
神
学
生
は
何
を
す
べ
き
か
」

（D
BW

 12, 416-419

）
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
神
学
と
い
う
学
問
を
軽
蔑
し
、
パ
ウ
ロ
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ト
マ
ス
を
経
て
ル

タ
ー
に
い
た
る
誠
実
な
神
学
者
た
ち
を
学
ぶ
こ
と
を
は
ば
か
り
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
戒
め
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
い
っ
た
い
い
つ
か
ら
神
学
生
が
、
特
例
的
な
や
り
方
で
、
無
関
心
に
た
だ
群
衆
の
話
し
に
調
子
を
合
わ
せ
て
、
神
学
に
対
抗
し
て

語
る
資
格
が
与
え
ら
れ
た
の
か
。
そ
し
て
終
い
に
は
、
い
っ
た
い
い
つ
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
が
、
自
分
が
け
っ
し
て
理
解
し
て
い
な
い

こ
と
ま
で
、
不
遜
に
も
語
る
資
格
が
与
え
ら
れ
た
の
か
」（D

BW
 12, 418

））
13
（

。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
伝
統
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
、
彼
の
友
人
の
神
学
者
た
ち
が
タ
ブ
ー
視
し
て
い
た
テ
ー
マ
、
つ
ま
り
啓
蒙
主
義
的
な

解
放
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
り
、
伝
統
の
破
壊
に
た
い
し
て
は
慎
重
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
継
承
者
と
自
負
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
者
た
ち
の
主
張
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
と
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
共
著
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
と
神
の
死
』（
邦
題
『
神
の
死
の
神
学
』、Radical �

eology and 
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the D
eath of G

od, 1966

）
は
、
神
の
死
の
神
学
に
た
い
す
る
誤
解
を
拭
い
去
り
、
彼
ら
の
主
張
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
、
初
期

の
す
ぐ
れ
た
論
集
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
な
神
観
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
二
人
の
意
図
が
鮮
明
に
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
著
に
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
論
文
が
五
編
、
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
の
論
文
が
六
編
収
め
ら
れ
て
お
り
、
二
人
の
思
想
に
は
あ
る

程
度
の
接
近
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
相
違
も
顕
著
で
す
。
彼
ら
の
思
想
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い

た
め
、
こ
こ
で
は
野
呂
芳
男
の
理
解
に
従
い
つ
つ）14
（

、
彼
ら
の
〈
神
観
〉
に
焦
点
を
あ
て
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

の
神
に
つ
い
て
の
思
索
は
と
り
わ
け
異
彩
を
放
っ
て
お
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
学
に
お
い
て
は
、
神
と
は
誰
か
と
い
う
こ
と
が
、

人
間
の
実
存
の
問
い
と
つ
ね
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

ま
ず
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
関
心
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
言
う
と
、
一
貫
し
て
、
な
ぜ
こ
の
世
に
は
こ
れ
ほ
ど
悲
惨
が
存
在
す
る
の
か
、
と

い
う
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
的
な
問
い
、
す
な
わ
ち
悪
の
問
題
で
し
た
。
一
九
六
一
年
に
出
版
さ
れ
た
ハ
ミ
ル
ト
ン
著
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本

質
』（�

e N
ew

 Essence on Christianity

）
に
お
い
て
は
、
そ
の
解
決
が
「
無
力
な
神
」（the im

potent G
od

）
の
思
想
の
な
か
に
求

め
ら
れ
て
い
ま
し
た）15
（

。
つ
ま
り
、
神
は
、
力
な
き
愛
で
あ
り
、
人
間
の
悲
惨
に
た
い
し
て
、
自
ら
苦
し
み
同
情
す
る
存
在
だ
と
言
い
ま

す
。
人
間
は
、
こ
の
世
の
悲
惨
を
苦
し
む
こ
と
を
通
し
て
、
神
の
心
と
一
致
し
、
神
の
人
間
に
た
い
す
る
愛
と
同
情
を
知
る
に
い
た
り
、

そ
こ
に
信
仰
の
喜
び
が
あ
る
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
五
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
神
の
死
の
神
学
』
に
お
い
て
は
、〈
無
力
な
神
〉
さ
え
も

否
定
さ
れ
、
こ
の
世
の
悲
惨
の
解
決
が
〈
神
の
死
〉
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
は
イ
エ
ス
に
お
い
て
自
分
を
死
な
し
め
る
こ
と
を
開
始

し
、
そ
れ
は
一
九
世
紀
の
思
想
に
お
い
て
、
例
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
、
完
結
を
見
た
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
は
自
ら
を
死
な
し

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
、
神
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
自
ら
の
力
で
世
の
悲
惨
を
背
負
い
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
言
う
〈
成
人
し
た

世
界
〉
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
自
立
さ
せ
る
と
さ
れ
ま
す
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
こ
う
主
張
し
て
い
ま
す
。
神
は
、
人
間
に
自
力
に

よ
っ
て
問
題
を
処
理
す
る
主
体
的
な
生
の
喜
び
を
味
わ
わ
せ
る
た
め
に
、
自
ら
を
死
な
し
め
る
。
こ
こ
に
こ
そ
神
の
愛
が
見
出
さ
れ
る
べ
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
の
愛
は
、
史
的
イ
エ
ス
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
キ
リ
ス
ト
者
は
、
イ
エ
ス
に
倣
っ
て
隣
人
を

人
間
と
し
て
主
体
的
に
生
き
さ
せ
る
よ
う
、
自
ら
を
死
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
し
か
し
こ
れ
も
、
か
な
り
大
胆
に
拡
大
さ
れ
た

解
釈
で
し
ょ
う
。
後
で
述
べ
ま
す
が
、
む
し
ろ
、
彼
が
『
キ
リ
ス
ト
教
の
新
し
い
本
質
』
で
展
開
し
た
〈
苦
し
む
神
〉
の
ほ
う
が
、
よ
り

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
神
認
識
に
近
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
神
の
死
が
一
九
世
紀
に
完
結
し
た
と
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
は
、
神

の
死
は
い
ま
だ
完
結
し
て
お
ら
ず
、
今
も
神
は
死
に
つ
つ
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
完
結
こ
そ
が
、
歴
史
の
終
末
だ
と
言
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
思
索
が
は
た
し
て
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
〈
神
の
死
〉
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
疑
問
に

思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
む
し
ろ
彼
の
神
学
の
核
心
は
、〈
神
が
世
界
へ
内
在
化
し
た
事
実
〉
に
あ
る
か
ら
で
す
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
お

い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
史
的
イ
エ
ス
の
人
格
に
つ
い
て
お
よ
そ
知
り
う
る
と
楽
観
視
さ
れ
、
神
が
死
し
た
現
代
状
況
に
お
い
て
は
、
倫
理

的
生
の
規
準
と
し
て
イ
エ
ス
の
献
身
的
な
生
が
指
し
示
さ
れ
ま
す
。
一
方
で
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
は
、
今
日
の
聖
書
研
究
の
成
果
か
ら
し
て
、

イ
エ
ス
の
史
的
実
体
を
回
復
で
き
る
か
と
い
う
問
い
に
は
悲
観
的
で
す
。
そ
の
た
め
聖
書
に
描
か
れ
る
イ
エ
ス
像
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て

い
る
背
後
の
形
而
上
学
的
な
出
来
事
、
つ
ま
り
神
の
死
の
出
来
事
へ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
う
な
が
す
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
関
心
か

ら
な
さ
れ
た
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
の
思
索
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
、
絶
対
他
者
な
る
神
〈
正
〉
と
被
造
物
〈
反
〉
と
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出

来
事
に
お
い
て
〈
合
〉
の
段
階
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
の
目
に
焼
き
つ
い
て
い
た
の
は
、
文
字
ど
お
り
、
人
間
と
な
り
、
そ
し
て
死
し
た
神
の
姿
だ
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
ゆ
え
に
三
位
一
体
の
正
統
的
神
論
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
神
の
受
肉
と
死
が
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
た
の
で
し
た
。
と

い
う
の
は
、
そ
れ
が
原
始
教
会
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
福
音
の
証
言
を
歪
曲
し
、
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
徹
底
し
て
受
肉
し
て
十
字
架
上

に
死
し
た
と
い
う
事
実
を
、
軽
ん
じ
て
い
る
よ
う
に
彼
に
は
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
こ
う
考
え
ま
す
。
い
ま
や
神
が
完
全
に
消
滅
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し
、
黙
示
録
的
時
代
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
勇
気
を
も
っ
て
告
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
以
後
は
、
人
間

を
外
か
ら
束
縛
す
る
神
、
つ
ま
り
律
法
の
神
は
、
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
罪
と
は
律
法
の
違
反
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
重

苦
し
い
罪
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。
こ
の
神
の
愛
に
よ
っ
て
、
人
間
は
律
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
と
場
所
に
即
応
し
て
生
き
る
こ

と
が
許
さ
れ
、
ま
た
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
死
し
て
人
間
性
に
内
在
化
し
た
神
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま

た
こ
れ
こ
そ
が
、
聖
霊
に
導
か
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
に
と
っ
て
は
、
時
代
遅
れ

な
神
の
超
越
性
の
解
体
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
緊
急
か
つ
信
仰
の
事
柄
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
言
う

よ
う
に
、
世
界
は
神
と
い
う
後
見
人
を
持
た
な
い
〈
成
人
し
た
世
界
〉
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
今
こ
そ
真
に
自
由
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
、〈
こ
の
世
的
に
生
き
る
〉
こ
と
が
、
彼
岸
的
で
無
責
任
な
神
頼
み
に
と
っ
て
代
わ
る
、
と
説
い
た
の
で
し
た
。

以
上
の
論
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
の
キ
リ
ス
ト
論
は
、
ケ
ノ
ー
シ
ス
（
謙
虚
）
キ
リ
ス
ト
論
に
属
す
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す）16
（

。
つ
ま
り
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
絶
対
他
者
な
る
神
が
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
そ
の
超
越
的
形
態
を
空
し
く
し
て
自
ら
を

受
肉
し
、
歴
史
の
な
か
に
内
在
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
神
の
死
の
出
来
事

は
、
現
在
こ
の
世
の
な
か
で
体
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
こ
そ
が
、
つ
ね
に
く
り
返
し
生
起
し
つ
つ
あ
る
受
肉
の

出
来
事
な
の
で
す
。
こ
う
し
て
神
の
言
葉
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
、
現
在
と
い
う
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
に
つ
ね
に
受
肉
す
る
の
で

す
。
こ
の
な
お
も
は
た
ら
き
続
け
る
死
し
た
神
こ
そ
が
、
聖
書
が
告
げ
る
イ
エ
ス
の
復
活
や
昇
天
が
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
け
る
キ

リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
聖
霊
に
つ
い
て
の
、
伝
統
的
な
教
理
が
意
味
す
る
こ
と
だ
、
と
論
じ
て
い
ま
す）17
（

。

こ
う
し
た
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
の
考
え
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
に
批
判
的
な
人
び
と
の
目
に
は
、
あ
ま
り
に
も
近
代
的
思
惟
に
取
り
込
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
映
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
彼
は
神0

の
ケ
ノ
ー
シ
ス
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
を
超
越
的
な
神
が
自
ら
を
空
し
く
し
て
世
界
に

徹
底
的
に
内
在
し
た
出
来
事
と
し
て
捉
え
、
神
の
世
界
へ
の
受
肉
こ
そ
、
和
解
の
わ
ざ
の
中
心
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
神
学
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

に
お
け
る
主
流
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
新
約
聖
書
に
記
さ
れ
た
神
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
身
に
起
こ
っ
た
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
神
の
子
が
受
肉
し
、
十
字
架
の
死
に
い
た
る
ま
で
父
な
る
神
に
聴
従
し
た
と
い
う
自
己
無
化
・
自
己
放
棄
を
指
す
の

で
あ
っ
て
、
三
位
一
体
に
お
け
る
子
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
あ
り
方
を
意
味
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
ア
ル
タ
イ
ザ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
神
が
世

界
そ
の
も
の
へ
と
合
体
し
た
と
は
受
け
取
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
愛
の
倫
理
に
解
消
し
て
し
ま

う
と
い
っ
た
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
あ
り
、
例
え
ば
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
は
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
や

ド
イ
ツ
の
「
リ
ベ
ラ
ル
主
義
の
仇
花
」（
マ
ク
グ
ラ
ス
）
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
の
声
も
聞
か
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
人
の

神
学
者
の
言
説
は
、
神
に
つ
い
て
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
栗
林
も
述
べ
る

よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
が
、
今
後
も
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
受
肉
し
た
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
使
信
を
告
げ
て
ゆ
く

限
り
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
を
文
字
ど
お
り
〈
神
の
死
〉
と
す
る
解
釈
は
、
ひ
と
つ
の
刺
激
に
満
ち
た
挑
戦
で
あ
り
続
け
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
す）18
（

。

さ
ら
に
は
、
近
年
に
な
っ
て
、
宗
教
と
政
治
が
絡
み
あ
っ
て
国
際
テ
ロ
事
件
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
宗
教
的
多
元
主
義
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
る
な
か
で
、〈
神
の
死
〉
が
ふ
た
た
び
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
・

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
唯
一
神
教
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
の
〈
神
〉
を
絶
対
視
し
て
民
族
主
義
的
な
排
外
や
帝
国
主
義
的
覇
権
と
結
び
つ

く
危
険
を
、
早
く
か
ら
警
告
し
て
い
ま
し
た）19
（

。
ま
た
彼
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
神
学
を
の
ぞ
く
二
〇
世
紀
後
半
の
神
学
運
動
で
、
黒
人
神
学
・

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
・
宗
教
間
の
対
話
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
と
東
洋
宗
教
と
の
対
話
の
神
学
に
、
豊
か
な
意
味
を
見
出
し
て
い
ま
す）20
（

。

な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
神
学
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
致
命
傷
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
、
も
っ
と
も
鮮
明
に
映
し
出
す
鏡
と
な
る
か
ら
で

す
。
人
種
・
性
差
・
政
治
・
経
済
に
合
わ
せ
て
小
手
先
だ
け
神
の
イ
デ
ア
を
訂
正
し
た
と
こ
ろ
で
、
根
本
的
な
解
決
は
生
み
出
し
ま
せ

ん
。
歴
史
的
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
癒
し
が
た
い
ほ
ど
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
、
男
性
中
心
的
、
反
ユ
ダ
ヤ
的
で
あ
り
、
神
の
死
の
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神
学
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
根
本
的
な
解
決
は
、
神
そ
の
も
の
の
死
以
外
に
は
な
い
と
、
早
く
か
ら
指
摘
し
て
き
た
と
言
う
の
で
す
。
彼

ら
の
主
張
は
、
新
正
統
主
義
に
向
け
ら
れ
て
き
た
〈
過
度
の
懐
疑
主
義
〉〈
信
仰
主
義
〉〈
他
宗
教
を
歪
曲
な
い
し
倒
錯
と
し
て
退
け
る
〉

と
い
っ
た
批
判
に
応
え
る
と
い
う
点
で
も
、
無
視
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
新
正
統
主
義
の
影
響
を
強
く
受
け

た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
も
、
応
答
す
べ
き
課
題
と
な
る
も
の
で
す
。
し
か
し
同
時
に
、
新
正
統
主
義
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
何
ら

阻
止
で
き
な
か
っ
た
自
由
主
義
神
学
に
抗
じ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
固
有
性
を
再
確
認
し
、
宗
教
改
革
的
使
信
に
立

つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
ナ
チ
ス
の
時
代
に
お
い
て
も
偶
像
崇
拝
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
〈
告
白
教
会
〉
を
支
え
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
事
実
も
、
け
っ
し
て
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
自
己
批
判
と
し
て
の
宗
教
批
判
は
、
自
ら
を
見
つ
め

直
す
た
め
に
も
、
時
と
共
に
繰
り
返
し
起
こ
り
く
る
こ
と
が
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
傾
聴
に
値
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
新
正
統
主
義
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
や
そ

も
そ
も
、
彼
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
関
心
事
は
、
は
た
し
て
六
〇
年
代
の
世
俗
化
の
文
脈
に
お
い
て
取
り
組
ま
れ
た
問
題
と
同
様
の
も
の

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
そ
の
生
涯
最
後
の
数
ヶ
月
間
に
、
テ
ー
ゲ
ル
の
独
房
で
、
神
に
つ
い
て
、
そ
し
て
人
間
に
つ
い
て
、
い
っ

た
い
何
を
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

第
二
節　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
成
人
し
た
世
界
〉

一　

成
人
性
の
文
化
史
的
分
析

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
獄
中
に
お
い
て
、
近
代
世
界
の
自
律
性
と
い
う
事
実
を
〈
キ
リ
ス
ト
論
的
〉
観
点
か
ら
受
け
い
れ
、〈
成
人
し

た
世
界
〉（die m

ündig gew
ordene W

elt / die m
ündige W

elt

）
と
表
現
し
ま
し
た
。〈
成
人
し
た
〉
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
は
、
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

〈
世
俗
化
〉
と
い
う
概
念
で
表
さ
れ
る
状
態
を
言
い
ま
す
。
日
本
語
の
〈
世
俗
化
〉
に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
語
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
の

は
、Säkularisation

とSäkularisierung

で
す
。Säkularisation

は
、
狭
義
で
は
元
来
、
教
会
財
産
が
国
家
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
広
義
で
は
、
宗
教
や
宗
教
的
価
値
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
社
会
過
程
を
指
し
ま
す
が
、
こ
の
場
合
、
今
日
で
は
普
通
、

Säkularisierung
の
ほ
う
を
用
い
ま
す
。

こ
の
後
者
の
意
味
で
の
〈
世
俗
化
〉（Säkularisierung

）
は
、
元
々
は
歴
史
的
概
念
で
、
初
め
は
政
治
と
宗
教
の
分
離
を
意
味
し
ま

し
た
が
、
し
だ
い
に
政
治
・
経
済
・
教
育
・
文
化
等
に
お
け
る
教
会
の
支
配
か
ら
の
解
放
や
、
近
代
化
に
伴
う
宗
教
一
般
の
社
会
的
機
能

の
後
退
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
一
方
で
、
教
会
側
の
世
俗
社
会
に
た
い
す
る
適
応
も
意
味
し
ま
し
た
。

歴
史
的
事
実
と
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
改
革
に
よ
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
、
信
仰
の
内
面
化
・

私
事
化
が
起
こ
り
、
世
俗
化
に
作
用
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
宗
教
改
革
後
の
宗
教
戦
争
に
た
い
す
る
反
省
等
を
契
機
と
し
て

展
開
さ
れ
た
啓
蒙
思
潮
に
お
い
て
は
宗
教
的
寛
容
が
唱
え
ら
れ
、
近
代
的
な
理
念
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
一
九
世
紀
か

ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
社
会
と
宗
教
の
関
係
を
表
す
、
き
わ
め
て
社
会
科
学
的
な
概
念
と
な
り
ま
す
。
一
九
世
紀
の
社
会
学
が
確
立
し

て
か
ら
二
〇
世
紀
後
半
ま
で
は
、
近
代
科
学
に
よ
る
知
が
宗
教
的
な
観
念
を
打
ち
破
っ
て
い
く
の
は
自
明
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
近
代
社
会

に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
世
俗
化
は
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
な

る
と
、
欧
米
を
中
心
に
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
、
世
俗
化
が
は
っ
き
り
と
主
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
社
会
の
分
化

が
進
む
と
共
に
、
そ
れ
ま
で
宗
教
の
影
響
下
に
あ
っ
た
政
治
・
法
・
教
育
等
が
そ
の
支
配
を
脱
し
て
世
俗
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
構
成
さ

れ
、
宗
教
は
個
人
の
生
死
と
い
っ
た
実
存
や
観
念
世
界
に
関
わ
る
狭
い
領
域
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
世
俗
化
の
議
論
に
も
変
化
が
起
こ
り
、
宗
教
の
衰
微
や
世
界
の
非
宗
教
化
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宗
教
の
個
人
化

な
い
し
私
事
化
を
意
味
す
る
と
説
く
宗
教
学
者
も
現
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
ニ
ー
リ
ー
・
ベ
ラ
ー
（Robert N

eelly Bellah 
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1927-2013

）
の
唱
え
る
「
市
民
宗
教
」（『
社
会
変
革
と
宗
教
倫
理
』）
や
ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
（�

om
as Luckm

ann 1927-

2016

）
の
い
う
「
見
え
な
い
宗
教
」（『
見
え
な
い
宗
教
』）
な
ど
は
、
伝
統
的
な
宗
教
形
態
と
は
違
っ
た
や
り
か
た
で
宗
教
の
不
滅
を
唱

え
て
い
ま
す
。
ま
た
イ
ス
ラ
ム
主
義
が
台
頭
す
る
と
、
イ
ラ
ン
革
命
が
起
こ
る
一
九
七
〇
年
代
末
ご
ろ
か
ら
、
世
俗
化
が
進
行
す
る
と
い

う
考
え
が
疑
問
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
宗
教
復
興
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
私
事
化
を
伴
う
と
言
え

な
い
状
況
が
明
る
み
に
出
て
、
世
俗
化
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
さ
ら
な
る
再
考
が
な
さ
れ
て
い
ま
す）21
（

。

こ
の
〈
世
俗
化
〉
と
い
う
言
葉
を
、
ベ
ー
ト
ゲ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
一
九
三
九
年
以
降
、
一
度
も
口
に
し
な
く
な

り
ま
し
た）22
（

。
な
ぜ
な
ら
、
教
会
は
こ
の
語
の
使
用
に
よ
っ
て
周
辺
世
界
に
た
い
し
て
つ
ね
に
優
越
的
な
態
度
を
と
っ
て
き
て
お
り
、
そ

こ
に
は
か
つ
て
の
黄
金
時
代
に
憧
れ
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
覚
え
る
退
廃
的
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
一
九
四

四
年
六
月
に
獄
中
で
記
し
た
書
簡
の
な
か
で
、
突
如
〈
成
人
と
な
る
〉
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、
そ
れ
以
後
、
彼
は
喜
び
を
も
っ
て
こ
の

語
に
固
執
し
た
と
言
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
そ
の
著
『
倫
理
』
以
来
、
と
く
に
『
獄
中
書
簡
集
』
の
な
か
で
、
い
く
ど
も
成

人
性
の
文
化
史
的
・
精
神
史
的
分
析
を
試
み
て
い
ま
す）23
（

。
も
ち
ろ
ん
体
系
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
方
向
性
は
一
貫
し
て
い
ま

す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
お
よ
そ
一
三
世
紀
に
（･･････

）
始
ま
る
人
間
の
自
律
（
僕
は
こ
の
言
葉
を
諸
法
則
の
発
見
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
法
則

に
し
た
が
っ
て
世

ヴ
ェ
ル
ト

の
人
々
が
科
学
、
社
会
お
よ
び
国
家
生
活
、
芸
術
、
倫
理
、
そ
し
て
宗
教
と
い
っ
た
領
域
で
暮
ら
し
、
自
分
自

身
を
律
す
る
の
で
あ
る
）
を
め
ざ
す
運
動
が
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
は
あ
る
意
味
で
完
成
を
み
た
。
お
よ
そ
人
間
と
い
う
も
の
は
、

あ
ら
ゆ
る
重
要
な
問
題
に
際
し
て
『
作
業
仮
説
、
す
な
わ
ち
神
』
の
助
け
を
借
り
ず
に
自
分
自
身
を
律
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
だ
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

（･･････

）
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、『
神
』
な
し
で
も
、
し
か
も
以
前
と
同
様
に
支
障
な
く
、
暮
ら
し
て
い
け
る
と
い
う
こ

と
だ
」（D

BW
 8, 476f.

）。

か
く
し
て
宗
教
的
な
後
見
を
も
は
や
必
要
と
し
な
い
、
お
お
よ
そ
〈
成
人
し
た
〉
人
間
が
現
れ
ま
す
。
こ
の
道
す
じ
は
、
も
は
や
引
き

返
す
こ
と
は
で
き
な
い
画
期
的
な
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

〈
成
人
〉
に
関
し
て
言
え
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
そ
れ
は
、「
他
人
の
指
導
が
な
け
れ
ば
、
自
分
自
身
の
悟
性
を
使
用
し
え
な
い
状
態
」）

24
（

を
指
し
、〈
未
成
人
〉
の
状
態
か
ら
抜
け
出
た
あ
り
方
を
意
味
し
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
も
同
様
の
意
味
を
含
ん
で
い
ま
す

が
、
カ
ン
ト
が
自
ら
の
内
に
も
外
に
も
何
も
よ
り
ど
こ
ろ
を
持
た
な
い
〈
自
由
〉
か
ら
出
発
す
る
の
と
は
異
な
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

の
思
索
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
か
ら
出
発
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
近
代
世
界
の
自
律
性
と
い
う
事
実
を
〈
キ
リ
ス
ト
論

的
〉
観
点
か
ら
受
け
い
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
カ
ン
ト
と
同
様
に
、
実
践
者
た
る
〈
成
人
性
〉
が
問
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
は
〈
動

態
的
〉
な
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。
進
歩
が
行
き
着
い
た
〈
結
果
〉
と
し
て
の
人
間
の
成
熟
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
ベ
ー
ト
ゲ

の
理
解
に
よ
れ
ば
「
成
人
に
向
か
う
不
可
逆
的
な
歴
史
の
な
か
に
あ
っ
て
自
己
責
任
的
な
〈
成
人
性
〉
を
承
認
せ
ん
と
す
る
生
き
生
き

と
し
た
宣
言
」
で
あ
り
、「
不
可
欠
な
冒
険
」）25
（

だ
と
言
い
ま
す
。〈
責
任
〉
と
の
関
連
で
付
け
加
え
る
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
す
で
に

一
九
三
二
年
冬
学
期
の
講
義
「
若
い
世
代
に
お
け
る
指
導
者
と
個
人
」
の
な
か
で
も
、「
人
間
の
成
人
性
に
必
要
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に

他
者
に
た
い
す
る
、
所
与
の
秩
序
に
た
い
す
る
責
任
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
順
応
し
、
適
応
し
、
自
制
す
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 12, 258

）

と
述
べ
て
お
り
、
成
人
性
と
責
任
と
い
う
概
念
を
結
び
つ
け
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
詳
細
な
歴
史
的
概
観
を
行
う
に
い
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
諸
領
域
に
お
け
る
特
徴
的
な

例
を
あ
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
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「
歴
史
的
に
は
次
の
よ
う
な
事
柄
だ
。
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

大
き
な
発
展
が
、
こ
の
世
を
自
律
性
へ
と
導
い
て
い
る
。
ま
ず
神
学
で
は
、

チ
ャ
ー
ベ
リ
ー
の
ハ
ー
バ
ー
ト
（H

erbert v. C
herbury

）
が
、
宗
教
的
認
識
の
た
め
に
は
理
性
で
十
分
だ
と
主
張
す
る
。
道
徳
で

は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（M

ontaigne

）、
ボ
ダ
ン
（Bodin

）
が
、
戒ゲ

ボ
ー
テめ
の
代
わ
り
に
生
命
法
則
を
立
て
る
。
政
治
で
は
、
マ
キ
ャ

ヴ
ェ
リ
が
政
治
を
一
般
道
徳
か
ら
解
放
し
、
国
家
理
性
の
教
説
を
基
礎
づ
け
る
。
後
に
は
、
内
容
的
に
は
非
常
に
彼
と
異
な
る
が
、

人
間
社
会
の
自
律
へ
の
方
向
で
や
は
り
彼
と
同
様
に
、
Ｈ
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

. G
rotius

）
は
、
彼
の
自
然
法
を
『
た
と
え
神
が

い
な
く
と
も
』
妥
当
性
を
持
つ
国
際
法
と
し
て
提
出
す
る
。
最
後
に
、
哲
学
が
終
止
符
を
打
つ
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
デ
カ
ル
ト

の
理
神
論
で
、
世
界
は
ひ
と
つ
の
機
械
装
置
で
あ
り
、
神
の
介
入
が
な
く
と
も
自
ら
動
く
と
言
う
。
他
方
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神

論
で
、
神
は
自
然
で
あ
る
と
言
う
。
カ
ン
ト
は
根
本
に
お
い
て
理
神
論
者
で
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
汎
神
論
者
だ
。
い
た

る
と
こ
ろ
で
、
人
間
と
世
界
の
自
律
性
と
い
う
も
の
が
思
想
の
目
標
と
な
っ
て
い
る
」（
傍
点
原
著
）（
一
九
四
四
年
七
月
一
六
日
）

（D
BW

 8, 529-532

）。

さ
ら
に
自
然
科
学
で
も
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
（N

icolaus Cusanus

）
と
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
（G

iordano Bruno

）

に
よ
っ
て
、
世
界
を
無
限
な
も
の
と
す
る
〈
異
教
的
な
〉（häretisch

）
教
説
が
始
ま
る
と
言
い
ま
す
。
古
代
の
コ
ス
モ
ス
は
、
中
世
の

被
造
世
界
と
同
じ
く
有
限
だ
が
、
無
限
の
世
界
と
い
う
の
は
、〈
た
と
え
神
が
い
な
く
と
も
〉
自
ら
の
う
ち
に
安
ら
い
で
い
る
。
現
代
物

理
学
が
ふ
た
た
び
世
界
の
無
限
性
を
疑
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
有
限
性
に
つ
い
て
そ
れ
以
前
の
観
念
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
は
な
い
、
と

（D
BW

 8, 532

）。
こ
の
よ
う
な
発
展
を
総
括
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
ま
す
。

「
道
徳
的
、
政
治
的
、
自
然
科
学
的
な
作
業
仮
説
と
し
て
の
神
は
、
破
棄
さ
れ
、
克
服
さ
れ
た
。
し
か
し
ま
た
、
哲
学
的
な
作
業
仮
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

説
と
し
て
の
神
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
！
）
も
同
様
だ
。
こ
れ
ら
の
作
業
仮
説
を
倒
れ
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
と
に
か
く
可
能
な
限
り

十
分
に
排
除
す
る
こ
と
が
、
知
的
誠
実
さ
と
い
う
も
の
で
あ
る
」（D

BW
 8, 532f.

）。

こ
こ
に
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（Ludw

ig A
ndreas Feuerbach 1804-72

）
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
い
た
る
お
よ
そ
百
年
に
渡
る
〈
無

神
論
〉
の
発
展
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
般
に
無
神
論
は
、
神
の
実
在
を
否
定
す
る
信
念
や
理
論
の
総
称
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
は
、
哲
学
上
の
自
然
主
義
や
唯
物
論
な
ど
の
立
場
と
結
び
つ
き
、
他
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
な
ど
の
人
格
神
を
信
仰

し
な
い
立
場
と
結
び
つ
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
な
ど
の
汎
神
論
も
無
神
論
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト

教
の
立
場
か
ら
見
た
そ
の
内
実
や
根
拠
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、「
神
が
な
け
れ
ば
す
べ
て
が
許
さ
れ
る
」（
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
代
表
的

な
人
神
論
者
イ
ヴ
ァ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
立
て
た
命
題
）
と
い
う
言
葉
に
も
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
反
道
徳
的
な
立
場
と
結
び
つ
く
否
定

的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
西
洋
近
代
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
因
習
的
な
宗
教
を
打
破
す
る
と
い
っ
た
、
積
極

的
な
意
味
で
も
使
用
さ
れ
ま
す）26
（

。
こ
う
し
た
近
代
的
な
無
神
論
は
、
合
理
性
を
追
求
す
る
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
現
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、
先
の
引
用
で
挙
げ
ら
れ
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
し
て
補
足
し
て
お
く
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
す
で
に
一
九
三

一
年
冬
学
期
の
「
二
〇
世
紀
の
組
織
神
学
史
」
と
題
す
る
講
義
の
な
か
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
に
つ
い
て
の
二
つ
の
問
い

―

「
第
一
に
、
書
か
れ
た
も
の
の
真
実
性
（
イ
ル
ー
ジ
ョ
ン
）、
第
二
に
、
現
実
の
生
活
と
の
一
致
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
神
学
に
よ
っ
て

本
質
的
に
は
答
え
ら
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
ま
た
社
会
主
義
も
〔
生
ま
れ
る
〕」

―
に
ふ
れ
て
お
り
（D

BW
 11, 148f.

）、
関
心
を

寄
せ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
そ
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
有
名
な
著
作
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』（D

as W
esen des Christentum

s, 

1841

）
で
は
、「
神
学
の
秘
密
は
人
間
学
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
超
越
神
は
客
観
的
実

在
で
は
な
く
、
神
的
存
在
と
い
う
も
の
は
、
実
は
人
間
が
そ
の
充
た
さ
れ
ざ
る
願
望
を
超
越
的
世
界
に
投
影
し
た
結
果
で
あ
り
、
人
間
の
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本
質
を
理
想
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
哲
学
は
有
神
論
的
立
場
を
捨
て
、
人
間
学
的
立
場
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
説
い
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
は
、
後
に
ニ
ー
チ
ェ
や
マ
ル
ク
ス
（K

arl M
arx 1818-1883

）
に
も
影
響
を
与
え
、
唯
物
論
的
無
神
論

の
端
緒
を
開
く
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
無
神
論
の
発
展
に
お
い
て
、〈
作
業
仮
説
と
し
て
の
神
〉
が
破
棄
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
、
個
人
の
生
活
や
考
え
方

に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
す
。
人
間
は
、
も
は
や
〈
宗
教
的
〉
で
は
あ
り
え
な
い
。
い
っ
さ
い
は
〈
神
〉
な
し
で
も
以
前
の
よ
う

に
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
こ
と
が
わ
か
り
、
み
る
み
る
う
ち
に
〈
神
〉
は
生
活
か
ら
追
い
払
わ
れ
て
ゆ
く
、
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
見
て

い
ま
し
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
に
お
い
て
は
〈
宗
教
〉
と
い
う
概
念
が
、〈
未
成
人
性
〉
と
い
っ
た
独
り
立
ち
で
き
ず
に

い
る
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
彼
は
〈
宗
教
的
〉
な
人
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
宗
教
的
な
人
た
ち
は
、
人
間
の
認
識
が
（
し
ば
し
ば
た
ん
に
考
え
る
こ
と
を
怠
る
た
め
に
）
行
き
詰
ま
っ
た
り
、
人
間
の
諸
能
力

が
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
、
神
に
つ
い
て
語
る
。

―
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
い
つ
も
、〈
機

デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ

械
仕
掛
け
の
神
〉）27
（

だ
。
そ

れ
を
彼
ら
は
、
解
決
し
え
な
い
問
題
に
た
い
す
る
見
せ
か
け
の
解
決
の
た
め
か
、
も
し
く
は
、
人
間
が
無
力
を
さ
ら
け
出
し
た
際
の

力
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
い
つ
も
人
間
の
弱
さ
を
食
い
も
の
に
し
て
、
人
間
の
諸
々
の
限
界
に
お
い
て
登
場
さ
せ
る
の
だ
」（
一
九

四
四
年
四
月
三
〇
日
）（D

BW
 8, 407

）。

よ
う
す
る
に
、
宗
教
的
な
人
間
は
、
本
書
の
第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
〈
周
縁
の
限グ

レ
ン
ツ
ェ界
〉
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
い
ま
だ
人
間
の
能
力

に
よ
っ
て
は
知
り
え
な
い
宇
宙
や
死
と
い
っ
た
限
界
に
お
い
て
、〈
全
知
全
能
〉
の
〈
神
〉
を
登
場
さ
せ
、
見
せ
か
け
の
解
決
を
や
っ
て

の
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
啓
蒙
〉
に
た
い
す
る
基
本
的
な
視
点
が
現
れ
て
い
ま
す
。
し
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

か
し
そ
れ
は
、
宮
田
光
雄
が
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、
認
識
に
関
す
る
知
的
要
求
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、『
啓
蒙
と
は
何
か
』
を

論
じ
た
カ
ン
ト
と
同
様
に
、
実
践
者
と
し
て
の
〈
成
人
性
〉
が
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う）28
（

。
ま
た
カ
ン

ト
と
同
じ
く
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
も
、〈
成
人
性
〉
の
概
念
は
、
形
成
す
る
も
の
と
い
う
〈
動
態
的
〉
な
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
じ
っ
さ
い
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は  〈
成
人
し
た
世
界
〉
と
言
う
時
、
た
だ
形
容
詞
のm

ündig

（
成
人
し

た
）
にW

elt

（
世
界
）
を
付
加
し
た die m

ündige W
elt 

と
い
う
表
現
を
ほ
と
ん
ど
用
い
て
い
ま
せ
ん
。
た
い
て
い
の
場
合
、m

ündig 

に
さ
ら
にw

erden

（
成
る
）
の
過
去
分
詞
形gew

orden

（
〜
に
成
っ
た
）
を
加
え
て
、die m

ündig gew
ordene W

elt （
成
人
し
終
え

た
世
界
）
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
「
〜
し
終
え
た
」 

と
い
う
完
了
を
意
味
す
る
過
去
分
詞
を
用
い
た
表
現
を
よ
り
多
く
用
い
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
成
人
し
た
世
界
〉
と
い
う
概
念
は
、
た
だ
〈
静
態
的
〉
な
概
念
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
西
洋
文

明
の
所
与
の
〈
過
程
〉
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
。
ベ
ー
ト
ゲ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、〈
成
人
し
た
〉

と
い
う
表
明
は
、
進
歩
が
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
の
統
計
〈
結
果
〉
と
し
て
の
人
間
的
成
熟
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
、
す
べ
て
の
人
や
集
団
に
、
成
人
に
向
か
う
不
可
逆
的
な
歴
史
の
な
か
に
あ
っ
て
、
自
己
責
任
的
な
〈
成
人
性
〉
を
承
認
せ
ん
と
す

る
生
き
生
き
と
し
た
宣
言
で
あ
り
、
不
可
欠
な
冒
険
だ
と
言
い
ま
す）29
（

。

こ
う
し
た
こ
の
世
の
成
人
化
に
反
対
し
て
、
中
世
に
た
い
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
か
ら
復
古
主
義
に
陥
る
神
学
者
た
ち
も
存
在
し
ま
し

た
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
そ
う
し
た
「
危
険
な
ト
ン
ボ
ガ
エ
リ
」（salto m

ortale

）
は
拒
否
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
と
い
う
の
は
、「
中
世
の
原
理
は
教
権
主
義
と
い
う
か
た
ち
の
他
律

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
筆
者
）
で
あ
り
、
そ
こ
へ
の
復
帰
は
、「
知
的
誠
実

さ
を
犠
牲
に
し
て
の
み
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
絶
望
の
歩
み
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
と
考
え
た
か
ら
で
す
（D

BW
 8, 533

）。

と
こ
ろ
が
、
一
方
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
弁
証
論
は
、
自
己
自
身
と
そ
の
生
命
法
則
と
を
自
覚
す
る
に
い
た
っ
た
成
人
し
た
世
界
に
向

か
っ
て
、
人
間
の
死
や
罪
責
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
〈
究
極
的
な
問
題
〉
を
持
ち
出
し
、
神
や
教
会
や
聖
職
者
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
き
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ま
し
た
。
他
方
で
は
、
実
存
主
義
や
精
神
分
析
が
、
実
は
君
は
不
幸
な
の
だ
と
か
、
絶
望
し
て
い
る
の
だ
と
か
教
え
、
世
界
は
〈
神
〉
と

い
う
〈
後
見
人
〉
な
し
に
は
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
人
間
を
実
存
的
〈
限
界
〉
へ
と
追
い
込

み
、
神
へ
の
応
答
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
や
り
方
を
、「
世
俗
化
さ
れ
た
メ
ソ
デ
ィ
ズ
ム
」（D

BW
 8, 478

）
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
呼

ん
で
い
ま
す
。

こ
う
し
た
あ
く
ま
で
も
〈
後
見
人
〉
と
し
て
の
神
な
し
に
は
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
こ
の
世
の

成
人
性
に
た
い
す
る
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
論
の
攻
撃
を
、
僕
は
第
一
に
無
意
味
で
あ
り
、
第
二
に
下
劣
で
あ
り
、
第
三
に
非
キ
リ
ス
ト
教
的

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」（D

BW
 8, 479

）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
無
意
味
だ
と
い
う
の
は
、
そ
の
攻
撃
が
、
大
人
に
な
っ
た
人
間
を
思
春

期
に
引
き
戻
す
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
そ
れ
に
依
存
し
て
い
な
い
事
柄
に
い
つ
ま
で
も
依
存
さ
せ
、
事
実
上
も
は
や
問
題
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
よ
う
な
問
題
の
な
か
に
引
き
ず
り
込
む
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
下
劣
だ
と
い
う
の
は
、
人
間
の
弱
さ
と
い
う

も
の
が
、
本
人
が
知
ら
な
い
、
本
人
に
よ
っ
て
自
由
に
同
意
さ
れ
た
の
で
は
な
い
目
的
に
、
利
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
非
キ
リ
ス
ト

教
的
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
が
人
間
の
宗
教
性
の
あ
る
段
階
と
、
す
な
わ
ち
人
間
の
法

ゲ
ゼ
ッ
ツ

規
範
・
律
法
と
、
思
い
違
い
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
そ
れ
で
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
成
人
し
た
こ
の
世
に
た
い
し
て
と
る
べ
き
態
度
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「
だ
か
ら
僕
が
目
指
し
た
い
の
は
、
神
を
ど
こ
か
最
後
の
秘
密
の
場
所
で
こ
っ
そ
り
運
び
込
む
と
い
う
の
で
は
な
く
、
世
界
と
人
間

の
成
人
性
を
端
的
に
認
め
る
こ
と
、ヴ

ェ
ル
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト

世
俗
性
の
な
か
に
い
る
人
間
に
〈
ケ
チ
を
つ
け
る
〉
の
で
は
な
く
、
そ
の
も
っ
と
も
強
い
と
こ

ろ
に
お
い
て
神
と
直
面
さ
せ
る
こ
と
、
坊
主
く
さ
い
策
略
を
す
べ
て
断
念
し
、
実
存
哲
学
や
精
神
療
法
に
神
の
道
の
開
拓
者
な
ど
見

出
さ
な
い
こ
と
だ
」（
一
九
四
四
年
七
月
八
日
）（D

BW
 8, 511

）。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

世
俗
性
の
な
か
に
い
る
人
間
の
「
も
っ
と
も
強
い
と
こ
ろ
」
と
は
、
自
ら
の
悟
性
を
用
い
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
こ

そ
人
間
は
、
真
の
意
味
に
お
い
て
、「
開
い
た
目
で
」（
創
世
記 

三
章
七
節
）
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

は
、
彼
が
問
題
と
し
て
い
る
テ
ー
マ
を
は
っ
き
り
と
告
げ
て
い
ま
す
。

「
成
人
し
た
世
界
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
」（
一
九
四
四
年
六
月
三
〇
日
）（D

BW
 

8, 504

）。
二　
〈
成
人
し
た
世
界
〉
と
十
字
架
の
神
学

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
人
間
の
〈
成
人
性
〉
へ
の
歩
み
の
全
体
は
、
た
だ
文
化
史
的
発
展
と
し
て
で
は
な
く
、
神

自
身
の
道
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
彼
は
聖
書
に
基
づ
い
て
キ
リ
ス
ト
論
的
に
説
明
し
て
お
り
、
独
自
の
〈
十
字
架
の

神
学
〉（teologia crucis

）
の
助
け
を
も
っ
て
根
拠
づ
け
て
い
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
は

―
『
た
と
え
神
が
い
な
く
と
も
』（etsi deus non daretur

）

―
こ
の
世
の
中
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
、
誠
実
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
こ
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
認
識
す
る

の
だ

―
神
の
前
で
！　

神
ご
自
身
が
、
強
い
て
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
認
識
に
い
た
ら
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
成
人
す
る
こ

と
は
、
神
の
前
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
状
態
を
、
よ
り
誠
実
に
認
識
さ
せ
る
よ
う
に
導
く
。
神
は
、
わ
れ
わ
れ
が
神
な
し
で
人
生

〔
に
お
け
る
困
難
な
課
題
な
ど
〕
を
成
し
と
げ
る
者
と
し
て
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
共
に

い
る
神
は
、
わ
れ
わ
れ
を
置
き
去
り
に
す
る
神
で
あ
る
（
マ
ル
コ 

一
五
章
三
四
節
））30
（

！　

わ
れ
わ
れ
を
こヴ

ェ
ル
ト

の
世
で
作
業
仮
説
と
し
て
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の
神
な
し
に
生
き
さ
せ
る
そ
の
神
が
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
え
ず
そ
の
前
に
立
つ
神
で
あ
る
。
神
の
前
で
神
と
共
に
わ
れ
わ
れ
は
神
な
し

で
生
き
る
」（
一
九
四
四
年
七
月
一
六
日
）（D

BW
 8, 533f.

）。

こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
神
不
在
の
経
験
を
、
信
仰
と
結
び
つ
け
て
い
ま
す
。
一
般
的
な
理
解
か
ら
す
る
と
、

こ
う
し
た
考
え
は
ま
っ
た
く
矛
盾
し
ま
す
。
神
の
こ
の
世
に
お
け
る
現
在
や
力
に
よ
る
介
入
を
経
験
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
神
を
信
じ

な
い
で
し
ょ
う
。
逆
に
、
神
を
信
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
神
の
現
在
も
信
ず
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
世
の

無
神
性
へ
の
道
行
き
が
肯
定
的
に
受
け
と
め
ら
れ
、
神
自
身
が
、
わ
れ
わ
れ
を
強
い
て
〈
た
と
え
神
が
い
な
く
と
も
〉
こ
の
世
の
中
で
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
真
実
な
認
識
に
い
た
ら
せ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
が
成
人
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
神
〉

と
い
う
作
業
仮
説
な
し
に
、〈
誠
実
に
〉
こ
の
世
で
生
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
だ
と
言
い
ま
す
。
彼
は
自
身
が
認
識
し
た
神
に
つ
い
て
、

独
自
の
〈
十
字
架
の
神
学
〉
を
助
け
と
し
て
言
葉
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
ま
す
。

ル
タ
ー
に
お
け
る
十
字
架
の
神
学

で
は
、
十
字
架
の
神
学
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
解
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
主
に
青
野
太
潮
の
説
明

を
手
が
か
り
に
し
て）31
（

、
お
お
よ
そ
の
把
握
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
ル
タ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
影
響
を
受
け
た
ス
コ
ラ
神
学
を
〈
栄
光
の
神
学
〉（theologia gloriae

）
と
呼
ぶ
の
に
た

い
し
て
、
自
ら
の
神
学
を
、
十
字
架
の
神
学
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
パ
ウ
ロ
が
説
い
た
十
字
架
の
逆
説
的
解
釈
が
深
く
継
承
さ

れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
十
字
架
は
、
イ
エ
ス
の
〈
死
〉
と
交
換
可
能
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
死

が
贖
罪
論
と
直
結
す
る
の
に
た
い
し
て
、
十
字
架
は
「
愚
か
さ
・
弱
さ
・
つ
ま
ず
き
・
律
法
に
よ
る
呪
い
」
と
し
て
ま
ず
は
捉
え
ら
れ
、
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
こ
そ
が
真
の
「
賢
さ
・
強
さ
・
救
い
・
祝
福
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
、「
弱
さ
の
ゆ
え
に
十
字
架

に
つ
け
ら
れ
た
」
が
た
め
に
今
生
き
て
い
る
復
活
の
キ
リ
ス
ト
が
お
ら
れ
（
Ⅱ
コ
リ 

一
三
章
四
節
）、
そ
の
キ
リ
ス
ト
は
「
力
は
弱
さ
に

お
い
て
完
全
に
な
る
」
と
い
う
逆
説
を
パ
ウ
ロ
に
語
っ
た
、
と
の
事
実
が
あ
る
と
言
い
ま
す
（
Ⅱ
コ
リ 

一
二
章
九
節
）。
そ
の
た
め
パ
ウ

ロ
は
、「
わ
た
し
は
弱
い
と
き
に
こ
そ
強
い
」（
Ⅱ
コ
リ 

一
二
章
一
〇
節
）
と
語
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
が
、
十
字
架
の
逆
説
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
パ
ウ
ロ
の
十
字
架
に
つ
い
て
の
理
解
を
継
承
し
、
ル
タ
ー
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お
い
て
、
つ
ま
り
弱
さ
・
愚
か
さ
・

苦
難
に
お
い
て
、〈
隠
さ
れ
た
神
〉
を
認
識
す
る
彼
の
宗
教
改
革
的
神
学
を
〈
十
字
架
の
神
学
〉
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て

〈
栄
光
の
神
学
〉
で
は
、
神
と
の
類
比
（
ア
ナ
ロ
ギ
ア
）
を
持
つ
人
間
自
ら
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
理
性
的
知
恵
と
道
徳
的

行
い
に
よ
っ
て
、
神
を
認
識
し
う
る
と
さ
れ
ま
す
。
他
方
〈
十
字
架
の
神
学
〉
で
は
、
罪
人
と
し
て
の
自
ら
の
は
た
ら
き
の
挫
折
と
絶
望

に
お
い
て
、
神
の
は
た
ら
き
を
受
け
い
れ
ま
す
。
自
ら
の
は
た
ら
き
が
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
苦
難
が
あ
り
、
そ
こ
に
純
粋
な
信
仰
が
成

り
立
ち
、
信
仰
者
は
苦
難
に
お
い
て
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
と
結
ば
れ
る
経
験
を
持
つ
と
さ
れ
ま
す
。

付
け
加
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
思
想
形
成
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
じ
っ
さ

い
の
と
こ
ろ
、
は
じ
め
て
〈
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
〉
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
中
世
後
期
の
十
字
架
神
秘
主
義

の
神
学
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
後
に
ル
タ
ー
が
こ
の
語
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す）32
（

。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
独
自
の
十
字
架
の
神
学

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
十
字
架
の
神
学
は
、
お
そ
ら
く
は
〈
神
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
〉
と
い
う
彼
自
身
の
経
験
を
通
し
て
、
独

自
な
理
解
が
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
も
ル
タ
ー
と
同
様
に
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
は
、
神
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信
仰
の
逆
説
性
を
教
え
る
も
の
で
す
。
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
一
五
章
三
四
節
が
伝
え
る
「
エ
ロ
イ
、
エ
ロ
イ
、
レ
マ
、
サ
バ
ク
タ
ニ
」

（
わ
が
神
、
わ
が
神
、
な
ぜ
わ
た
し
を
置
き
去
り
に
な
さ
っ
た
の
で
す
か
）
と
い
う
イ
エ
ス
の
悲
痛
な
叫
び
は
、
こ
の
世
が
神
か
ら
置
き

去
り
に
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
神
の
後
見
な
き
世
界
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
ま
さ
に
十
字
架
に
お
い
て
神
か
ら
置

き
去
り
に
さ
れ
た
そ
の
と
こ
ろ
で
、
イ
エ
ス
は
「
わ
が
神
、
わ
が
神
」
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
の
解
釈
に
よ
る
と
、
イ

エ
ス
は
自
分
自
身
の
言
葉
と
矛
盾
し
て
、「
神
か
ら
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
」
と
叫
ぶ
そ
の
と
こ
ろ
で
、
し
か
し
「
わ
が

0

0

神
」
と
呼
び

か
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
見
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認
知
し
て
い
る
と
言
い
ま
す）33
（

。
ま
た
Ｅ
・
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
神
は
、
祈
る
イ
エ
ス
を
置
き
去
り
に
す
る
方
、
そ
の
場
に
不
在
の
方
と
し
て
極
度
に
経
験
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
エ
ス
は
な
お
も
〈
わ
が
〉
神
と
呼
び
か
け
て
訴
え
、
離
れ
よ
う
と
な
さ
ら
な
い
」）

34
（

。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
ー
が

述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
イ
エ
ス
の
呼
び
か
け
を
、
神
へ
の
〈
祈
り
〉
と
見
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
れ
は
、
逆
説
的
な
か
た
ち
に
お
け
る
祈

り
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
エ
ス
に
〈
背
中
を
向
け
る
神
〉、
彼
を
置
き
去
り
に
す
る
神
を
、
ま
さ
に
彼

が
共
に
い
る
神
と
し
て
、
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
〈
神
の
背
中
〉
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
そ
れ
は
モ
ー
セ
が
神
と
の
出
会
い
に
お
い
て
体
験
し
た
も
の
で
も
あ
り
ま

す
。
ル
タ
ー
は
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』（D

isputatio H
eidelbergae habita., 1518

）
に
お
い
て
、
十
字
架
の
神
学
に
つ
い
て
、
旧

約
聖
書
の
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
が
伝
え
る
シ
ナ
イ
山
で
の
モ
ー
セ
の
体
験
を
引
い
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
ル
タ
ー
は
、
神
を
い
か

に
し
て
知
り
う
る
か
、
ど
こ
で
見
出
し
う
る
か
、
と
い
う
問
い
の
前
に
立
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
け
る
討
論
の
第
一

九
項
お
よ
び
二
〇
項
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
十
九
．
神
の
〈
見
え
な
い
本
質
〉
が
〈
造
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
認
め
る
〉
者
は
、
神
学
者
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

わ
し
く
な
い
﹇
ロ
ー
マ 

一
章
二
〇
節
﹈。
二
〇
．
だ
が
神
の
見
え
る
本
質
と
神
の
う
し
ろ
（Posteriora D

ei

）﹇
出
エ
ジ
プ
ト 

三
三

章
二
三
節
﹈
と
が
、
受
難
と
十
字
架
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
理
解
す
る
者
は
、
神
学
者
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」）

35
（

。

も
ち
ろ
ん
第
一
九
項
は
栄
光
の
神
学
者
の
神
認
識
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、
神
の
見
え
な
い
本
質
が
被
造
物
の
な
か
に
見
え
る
と
さ
れ
る

も
の
で
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
第
二
〇
項
で
述
べ
ら
れ
る
十
字
架
の
神
学
者
の
神
認
識
は
、
受
難
と
十
字
架
に
お
い
て
明
か
さ
れ
る

〈
神
の
見
え
る
後
ろ
姿
〉
を
見
る
も
の
で
す
。『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
に
お
い
て
モ
ー
セ
は
、
お
そ
ら
く
は
確
固
と
し
た
信
仰
を
持
ち
た
い
が

た
め
に
、
確
か
に
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
見
せ
て
欲
し
い
と
神
に
懇
願
す
る
の
で
す
が
、
神
は
け
っ
し
て
顔
を
見
せ
ず
、
た
だ
後
ろ
姿
だ
け

を
見
せ
る
こ
と
を
彼
に
告
げ
る
の
で
す
。

Ａ
・
Ｅ
・
マ
ク
グ
ラ
ス
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
セ
は
「
神
の
顔
」、
つ
ま
り
「
神
と
認
識
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

神
の
啓
示
」（
傍
点
原
著
））

36
（

 

を
見
せ

て
は
も
ら
え
な
か
っ
た
が
、
代
わ
り
に
「
目
に
見
え
る
神
の
背
中
」
を
、「
真
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
か
な
ら
ず
し
も
認
識
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

神
の

啓
示
」（
傍
点
原
著
））37
（

を
、
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、「
キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
十
字
架
」
で
啓
示
さ
れ
た
の
は
確
か
に
神
自
身

に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、「
神
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
啓
示
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
べ
き
か
に
つ
い
て
私
た
ち
に
先
入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

観
が
あ
る
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

、
神
は
、
神
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
」（
傍
点
原
著
））38
（

と
言
う
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
抱
く
神
に
つ
い
て
の
先
入
観
と

は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
も
の
で
し
ょ
う
。
哲
学
的
に
演
繹
さ
れ
た
形
而
上
学
的
な
〈
神
〉
は
、
ル

タ
ー
に
お
い
て
は
退
け
ら
れ
、
十
字
架
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
が
指
し
示
さ
れ
ま
す
。
ル
タ
ー
の
教
え
の
核
心
は
、
神
が
敗
北
や
悲
し

み
・
痛
み
・
屈
辱
・
苦
悩
・
失
敗
・
罪
・
死
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

な
ぜ
か
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
神
自
身
が
そ

れ
ら
の
苦
難
を
通
し
て

0

0

0

、
す
な
わ
ち
十
字
架
を
通
し
て

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
に
向
か
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
近
く
に

い
ま
す
神
、「
隠
さ
れ
た
神
」（
イ
ザ
ヤ 

四
五
章
一
五
節
））39
（

な
の
で
す
。
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ま
た
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
叫
び
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
叫
び
に
お
い
て
、
神
の
現
実
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
た
め
に

―
も
は
や
経
験
に
よ
っ
て
も
、
思
考
に
よ
っ
て
も
、
神
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
に
お
い
て
さ
え

―
固
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
」）

40
（

。

し
た
が
っ
て
、
も
は
や
神
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
時
代
に
す
ら
、
人
び
と
の
神
の
現
実
に
い
た
る
道
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
底
知

れ
ぬ
孤
独
に
沈
ん
だ
神
不
在
の
暗
黒
に
お
い
て
す
ら
、
神
へ
の
信
仰
を
固
守
し
続
け
た
イ
エ
ス
の
叫
び
は
、
苦
難
に
お
い
て
絶
望
の
淵
に

立
つ
人
び
と
に
、
な
お
も
道
と
希
望
を
見
出
さ
せ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

し
か
し
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
に
記
さ
れ
る
イ
エ
ス
の
叫
び
を
含
め
て
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
死
に
つ
い
て
は
、

聖
書
学
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
り
ま
す
。
じ
っ
さ
い
に
、
四
福
音
書
に
お
い
て
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
は
同
一
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
多
く
の
見
解
で
は
、「
エ
ロ
イ
、
エ
ロ
イ
、
レ
マ
、
サ
バ
ク
タ
ニ
」
は
、
詩
篇
第
二
二
編
一
節
で
も
叙
述
さ
れ
て
い
る
叫
び
で
あ

る
た
め
、
教
団
が
言
葉
を
な
さ
ぬ
イ
エ
ス
の
叫
び
の
内
容
を
、
後
か
ら
旧
約
聖
書
に
お
け
る
受
難
の
叙
述
の
な
か
に
見
出
し
、
そ
の
言
葉

を
こ
こ
に
再
現
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す）41
（

。
四
福
音
書
に
お
い
て
こ
の
イ
エ
ス
の
叫
び
は
、
十
字
架
上
で
語
っ
た

唯
一
の
言
葉
と
し
て
、
マ
ル
コ
・
マ
タ
イ
両
福
音
書
に
の
み
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
が
十
字
架
で
発
し
た
ほ
か
の
言
葉
と
し
て
は
、

ル
カ
・
ヨ
ハ
ネ
両
福
音
書
に
六
つ
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
ル
カ 

二
三
章
三
四
、
四
三
、
四
六
節
／
ヨ
ハ
ネ 

一
九
章
二
六
―
二
七
、

二
八
、
三
〇
節
）。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
の
記
事
で
は
な
く
、
後
代
の
加
筆
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す）42
（

。
む

し
ろ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
と
解
釈
は
、
イ
エ
ス
の
死
を
新
し
く
理
解
し
、
言
い
表
そ
う
と
す
る
原
始
キ
リ
ス
ト

教
の
絶
え
ざ
る
努
力
の
過
程
を
反
映
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
も
あ
り
ま
す）43
（

。
は
た
し
て
マ
ル
コ
・
マ
タ
イ
両
福
音
書
が
告
げ
る
よ
う
に
、
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

本
当
に
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
口
に
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ル
カ
も
し
く
は
ヨ
ハ
ネ
が
伝
え
る
言
葉
が
そ

う
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
全
部
か
、
そ
れ
と
も
本
当
は
何
も
口
に
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
真
に
核
心

的
な
問
い
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
ー
は
、
真
の
問
い
と
は
次
の
よ
う
に
た
ず
ね
る
こ
と
だ
と

述
べ
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
が
〔
十
戒
の
〕
第
一
戒
を
守
り
抜
か
れ
、
思
考
と
体
験
が
、
完
全
に
神
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
事
実
の
み
を
目
に
す

る
ま
さ
に
そ
の
と
こ
ろ
で
、
神
は
〔
そ
の
場
に
お
い
て
〕
現
実
と
な
ら
れ
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
読
者
に
と
っ
て
必
要
で
あ

る
か
否
か
、
と
い
う
問
い
が
そ
れ
で
あ
る
」）

44
（

。

こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
る
な
か
で
、
い
っ
そ
う
現
代
的
な
理
解
に
ふ
さ
わ
し
く
、
例
え
ば
Ｂ
・
ヤ
ノ
フ
ス
キ
ー

（B. Janow
ski 1943-

）
が
言
う
よ
う
に
、
人
間
に
た
い
す
る
無
条
件
の
〈
連
帯
性
〉
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
っ
た
見
方
も
あ
り
ま
す）45
（

。
イ
エ
ス
の
死
を
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
立
っ
て
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
お
い
て
、
神
が
人
間
の

苦
難
と
死
の
深
み
に
ま
で
連
帯
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
の
で
す
。
こ
の
連
帯
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
た
し

か
に
新
約
聖
書
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
つ
ね
に
苦
し
む
人
び
と
の
側
に
立
つ
イ
エ
ス
の
生
き
様
に
お
い
て
、
明

ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
場
合
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
は
、
神
と
〈
成
人
し
た
世
界
〉
の
関
係
の
問
題
と
し
て
、
拡

大
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
共
に
い
る
神
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
置
き
去
り
に
す
る
神
で
す
。
し
か
し
ま
さ
に
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
助
け
る
神
だ
と
言
い
ま
す
。
神
は
強
い
て
わ
れ
わ
れ
に
、〈
た
と
え
神
が
い
な
く
と
も
〉
こ
の
世
の
中
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で
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ
、〈
成
人
〉
す
る
よ
う
に
う
な
が
し
、
神
の
前
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
状
態
を
、
い
っ

そ
う
誠
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
仕
向
け
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
、〈
神
〉
と
い
う
作
業
仮
説
を
用
い
て
こ
の

世
を
〈
宗
教
的
〉、
す
な
わ
ち
〈
形
而
上
学
的
〉
に
説
明
す
る
試
み
は
、
す
べ
て
退
け
ら
れ
る
と
言
い
ま
す
。
未
成
人
に
よ
る
〈
宗
教
的
〉

な
世
界
は
、
よ
り
多
く
、
い
わ
ば
擬
似
宗
教
的
な
も
の
へ
と
傾
く
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
〈
成
人
し
た
世
界
〉、

す
な
わ
ち
無
神
的
な
世
界
は
、
か
え
っ
て
真
実
な
自
己
認
識
へ
、
そ
し
て
真
実
な
神
信
仰
へ
と
通
じ
て
い
る
、
と
言
う
の
で
す
。
こ
う
し

て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
誤
っ
た
神
観
念
が
そ
れ
に
よ
っ
て
一
掃
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
発
展
、
つ
ま
り
、（･･････

）
こ
の
世
の
成
人
性
に

向
か
う
発
展
は
、
聖
書
の
神
へ
の
視
線
を
解
放
し
て
く
れ
た
」（
一
九
四
四
年
七
月
一
六
日
）（D

BW
 8, 535

）
と
の
理
解
に
達
し
た
の

で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
成
人
性
は
、
自
ら
を
中
心
に
据
え
て
神
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
立
し
た
人
間
に
よ

る
主
体
的
な
イ
エ
ス
へ
の
服
従
へ
と
導
く
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
た
、「
成
人
し
た

世
界
は
よ
り
無
神
的
だ
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
成
人
し
て
い
な
い
世
界
よ
り
も
神
に
近
い
」（
一
九
四
四
年
七
月
一
八
日
）

（D
BW

 8, 537

）
と
い
っ
た
逆
説
的
帰
結
に
い
た
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
近
代
世
界
の
自
律
性
と
い
う
事
実
を
、
た
だ
〈
キ
リ

ス
ト
論
的
〉
観
点
か
ら
受
け
い
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
お
い
て
〈
啓
蒙
〉
は
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
を
〈
宗
教
〉
か
ら
解
放
し
、
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
立
ち
戻
ら
せ
る
助
け
と
な
る
も
の
で
す
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
聖
書
〉

自
身
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、
例
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
、
無
神
性
の
世
界
に
お
い
て
い
っ
そ
う
〈
神
な
し
〉
を
徹
底
し
て
い
く
方
向
も

あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
超
越
的
な
〈
人
格
神
〉
を
放
棄
し
、〈
非
人
格
神
〉
な
い
し
〈
内
在
の
神
〉
へ
と
向
か
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

未
成
人
の
状
態
か
ら
脱
け
出
た
人
間
が
ど
こ
へ
向
か
う
か
、
そ
の
理
解
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
場
合
は
、〈
神
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

な
し
〉
と
い
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
無
神
論
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
あ
た
か
も
神
が
不
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
無
神
的
な

世
界
の
只
中
で
、
ま
さ
に
彼
と
共
に
あ
り
、
彼
が
そ
の
前
に
立
っ
て
い
る
神
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、『
獄
中
書

簡
集
』
で
指
し
示
さ
れ
て
い
る
十
字
架
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
は
、〈
世
俗
化
の
神
学
〉
や
〈
神
の
死
の
神
学
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

よ
う
な
、
人
間
性
に
内
在
化
し
た
神
と
は
見
な
し
え
な
い
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
自
ら
を
聖
霊
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
し

て
も
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
言
う
よ
う
な
、
人
間
が
実
存
に
よ
り
深
く
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
「
わ
れ
わ
れ
全
存
在
の
究
極
の

深
み
」）46
（

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
い
っ
そ
う
慎
重
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、『
生
き
て
死
ぬ
智
慧
』（
二
〇
〇
四
年
）
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
生
命
科
学
者
で
サ
イ
エ
ン
ス
ラ
イ
タ
ー
の
柳
澤
桂
子
は
、
副

題
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
有
名
な
言
葉
を
つ
け
た
彼
女
の
著
書
『
い
の
ち
の
日
記　

神
の
前
に
、
神
と
共
に
、
神
な
し
に
生
き
る
』（
二

〇
〇
五
年
）
の
な
か
で
、「
絶
対
神
に
依
存
し
な
い
で
、
お
の
れ
の
こ
こ
ろ
の
中
に
、
自
分
を
救
い
、
自
分
を
許
し
、
い
の
ち
の
再
生
を

果
た
し
て
く
れ
る
存
在
を
見
出
し
た
偉
大
な
る
思
索
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
逆
説
を
、
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
た
い
」）47
（

と
述
べ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
悠
久
に
し
て
無
窮
な
る
大
自
然
」
を
、
い
わ
ば
〈
超
人
格
神
〉
と
し
て
見
な
す
神
観
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
い

た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
、
彼
の
思
想
の
全
体
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
か
な
り
拡
大
し
た
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
柳

澤
が
言
う
よ
う
に
「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
苦
し
み
抜
い
て
、
イ
エ
ス
か
ら
脱
出
」）48
（

し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
神
不
在
の

純
然
た
る
ま
っ
た
き
こ
の
世
の
中
で
、
い
っ
そ
う
イ
エ
ス
と
共
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
さ
ら
に
は
、
柳
澤
が
述
べ
る
よ
う
な
「
自

分
を
救
い
、
自
分
を
許
し
」）49
（

と
い
う
〈
個
人
的
な
救
い
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
後
で
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

に
お
い
て
は
、
中
心
的
な
関
心
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
神
学
は
、
宮
田
光
雄
も
述
べ
る
よ
う
に
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
概
念
の
助
け
を
借
り
て
、
一
方
で
、

神
に
た
い
す
る
全
面
的
な
〈
然
り
〉
と
、
他
方
で
、
神
な
き
こ
の
世
に
た
い
す
る
全
面
的
な
〈
然
り
〉
が
同
時
に
可
能
と
な
っ
て
い
ま
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す）50
（

。
こ
の
逆
説
的
な
神
概
念
こ
そ
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
的
解
決
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
い
れ
ば
、

『
獄
中
書
簡
集
』
の
〈
新
し
い
神
学
〉
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
言
っ
た
よ
う
な
「
謎
め
い
た
」）

51
（

 

も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

三　

苦
し
む
神

こ
の
よ
う
な
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
逆
説
的
な
神
概
念
お
よ
び
神
信
仰
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
無
力
な
〈
苦
し
む
神
〉
に
注
目
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
徹
底
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
神
は
、
自
ら
を
こ
の
世
か
ら
十
字
架
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
ま
ま
に
さ
れ
る
。
神
は
こ
の
世
に
お
い
て
は
無
力
で
弱
い
。
そ
し
て
ま

さ
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
神
は
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
お
ら
れ
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
を
助
け
る
の
で
あ
る
。
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音

書
第
八
章
一
七
節
に
ま
っ
た
く
明
ら
か
な
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
は
彼
の
全
能
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
の
弱
さ
と
苦
難
に
よ
っ
て
、

助
け
を
与
え
る
。
こ
こ
に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
と
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
人
間
の
宗
教
性
は
、
彼
が
困
窮
し
た
時
、
彼
を
こ
の

世
に
お
け
る
神
の
力
へ
と
向
か
わ
せ
る
。〔
こ
こ
で
言
う
〕
神
と
は
、
機
械
仕
掛
け
の
神
で
あ
る
。〔
こ
れ
に
た
い
し
て
〕
聖
書
は
、

人
間
を
神
の
無
力
と
苦
難
に
向
か
わ
せ
る
。
苦
し
む
神
だ
け
が
、
助
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
九
四
四
年
七
月
一
六
日
）

（D
BW

 8, 534

）。

こ
の
世
か
ら
追
い
払
わ
れ
た
神
は
、
今
な
お
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
お
い
て
こ
の
世
に
現
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、〈
力
あ
る
も
の
〉
と

し
て
で
は
な
く
、〈
無
力
な
も
の
〉、〈
苦
難
す
る
も
の
〉
と
し
て
こ
の
世
に
現
在
し
、
お
よ
そ
宗
教
的
な
人
間
の
期
待
を
裏
切
る
よ
う
な

や
り
方
で
こ
の
世
で
は
た
ら
く
神
だ
、
と
言
う
の
で
す
。
そ
れ
は
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
八
章
一
七
節
に
告
げ
ら
れ
る
「
患
い
を
負
い
、
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

わ
た
し
た
ち
の
病
を
担
っ
た
」
神
の
姿
か
ら
も
明
ら
か
だ
、
と
。
人
間
の
〈
宗
教
性
〉
と
い
う
の
は
、
人
間
が
困
窮
に
陥
っ
た
時
、
突
如

と
し
て
〈
機
械
仕
掛
け
の
神
〉
が
現
れ
、
そ
の
全
能
な
る
絶
大
な
力
を
も
っ
て
介
入
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
は
、
そ

の
よ
う
な
全
能
に
よ
ら
ず
、
彼
の
弱
さ
と
苦
難
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
助
け
る
。
そ
し
て
人
間
を
神
の
無
力
と
苦
難
に
向
か
わ
せ
る
の
は
、

〈
聖
書
〉
そ
れ
自
身
な
の
だ
。
こ
の
〈
苦
し
む
神
〉
だ
け
が
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
確
信
し
て
い
る
の
で
す
。

〈
神
の
不
受
苦
性
〉
を
め
ぐ
る
議
論

し
か
し
、
な
ぜ
〈
苦
し
む
神
〉
だ
け
が
助
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
に
入
っ
て
い
く
前
に
、
い
っ
た
い

神
は
何
を
苦
し
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ま
た
、
そ
も
そ
も
〈
全
能
〉
の
は
ず
の
神

が
、
な
ぜ
苦
し
む
の
か
。
苦
し
む
必
要
な
ど
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
こ
っ
て
も
当
然
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の

〈
苦
し
む
神
〉
と
い
う
言
説
が
、
古
代
以
来
し
ば
し
ば
、
神
学
論
争
を
か
も
し
て
き
た
神
観
だ
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。

従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
神
観
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
〈
苦

セ
オ
ス
・
ア
パ
セ
ー
ス

し
ま
な
い
神
〉

―

無
限
な
る
神
は
有
限
な
人
の
よ
う
に
苦
し
ん
だ
り
、
死
ん
だ
り
し
な
い

― 

と
い
う
神
観
に
影
響
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す）52
（

。
こ
の
神
の

〈
不
受
苦
性
〉
と
い
う
教
理
に
つ
い
て
、
野
呂
芳
男
の
理
解
に
従
っ
て
述
べ
る
と
、
お
よ
そ
こ
う
な
り
ま
す
。
古
典
的
な
神
学
が
神
の
本

質
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
創
造
の
業
さ
え
も
自
ら
の
存
在
の
た
め
に
必
要
と
し
な
い
よ
う
な
神
の
永
遠
性
を
言
う
が
、
こ
の
よ
う
な
思
索

は
、
永
遠
と
時
間
と
の
質
的
相
違
を
前
提
と
し
て
い
た
。
人
間
が
生
き
て
い
る
こ
の
時
間
に
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
が
あ
り
、
現
在
に

い
る
人
間
に
は
、
過
去
は
す
で
に
過
ぎ
去
っ
て
お
り
、
変
更
不
可
能
で
あ
る
。
未
来
は
自
分
の
手
中
に
な
く
不
可
見
で
あ
る
。
そ
の
未
来

に
向
か
っ
て
決
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
現
在
は
、
不
安
に
満
ち
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
永
遠
に
住
ま
う
神
に
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
区

別
は
な
く
、
す
べ
て
が
永
遠
の
今
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
神
に
は
不
安
な
ど
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
神
に
は
変
化
も
な
く
、
不
安
や
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苦
し
み
も
な
く
、
す
べ
て
が
す
で
に
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

こ
う
し
た
神
の
不
受
苦
性
と
い
う
教
理
に
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
、
神
と
苦
難
が
直
結
さ
れ
な
い
方
法
と
し
て
、
古
代
教
会
や
中
世

に
お
い
て
は
〈
表
現
の
交
用
〉（com

m
unicatio idiom

atum

）
と
い
う
概
念
が
重
要
に
な
り
ま
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教

は
、〈
三
位
一
体
〉
と
〈
キ
リ
ス
ト
は
神
に
し
て
人
〉
と
い
う
こ
と
を
重
要
な
教
理
と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は

父
な
る
神
よ
り
生
ま
れ
、
父
な
る
神
と
同
じ
神
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
人
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
の
苦
し
み
を
受

け
、
死
ん
だ
と
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
も
そ
こ
で
苦
し
み
、
死
に
、
そ
し
て
同
時
に
、
三
位
一
体
の
神
性
も
苦
し
み
、
死
ぬ
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、〈
表
現
の
交
用
〉
と
い
う
も
の
で
す
。
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
え
に
よ
る
と
、「
神

で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
苦
し
み
を
受
け
た
時
、
表
現
の
交
用
に
よ
っ
て
、
神
は
人
間
性
に
お
い
て
苦
し
ん
だ
と
言
い
直
し
て
表
現
で
き
る

と
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
神
性
と
人
性
の
二
つ
の
属
性
を
共
有
（com

m
unicatio idiom

atum

）
し
て
い
る
か
ら
交
用

（com
m

unicatio

）
も
可
能
で
あ
る
」
と
、
表
現
の
方
法
（m

odus loquendi

）
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
き
た
わ
け
で
す）53
（

。
キ
リ
ス
ト
教

は
、
無
限
な
る
神
に
し
て
人
な
る
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
に
よ
る
人
間
の
救
い
を
説
き
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
人
キ

リ
ス
ト
の
苦
難
が
、
人
間
の
罪
に
た
い
す
る
義
な
る
神
の
怒
り
・
審
判
を
な
だ
め
、
神
と
の
和
解
を
与
え
る
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ

は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
（A

m
selm

us C
antaberiensis 1033-1109

）
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に）54
（

、
キ
リ
ス
ト
は
「
人
間
的
本
性
か

ら
す
れ
ば
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
が
、
神
的
本
性
か
ら
す
る
と
受
苦
不
能
」
と
解
釈
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
苦
し
ま
な
い
神
〉
と
い
う
神
観
が
固
守
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

北
森
神
学
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
北
森
嘉か

蔵ぞ
う

（
一
九
一
六
―
一
九
九
八
年
）
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』（
一
九
四
六
年
）
に
よ
っ
て
、〈
神
の
本
質

284

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

284 

 

折 

 

2020/10/08 10:06:02

 



第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

と
し
て
の
痛
み
〉
と
い
う
問
題
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
著
が
五
ヶ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
世
界
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
は
、
ご

存
じ
の
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
北
森
は
こ
の
著
で
、
日
本
人
の
心
性
を
背
景
に
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
よ
る
救
済
を
神
の
痛
み
と
し
て
捉

え
、
独
特
の
弁
証
論
的
神
学
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
志
向
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
西
洋
的
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
解
放

さ
れ
、
聖
書
的
神
観
に
直
行
す
る
非
西
洋
的
神
学
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
試
み
で
も
あ
り
ま
し
た）55
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
〈
苦
し
む
神
〉
と

い
っ
た
神
観
が
、
一
九
六
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
西
洋
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
神
学
界
に
多
く
現
れ
始
め
ま
す）56
（

。
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
に

よ
る
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
神
概
念
の
革
命
」）57
（

で
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
論
争
の
な
か
で
、
た
び
た
び
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、

モ
ル
ト
マ
ン
が
述
べ
る
神
の
苦
し
み
と
い
う
も
の
が
、
は
た
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
考
え
て
い
た
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
モ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
は
、
三
位
一
体
論
的
な
十
字
架
の
神
学
が
提
唱
さ
れ
、「
イ
エ
ス
の
死
を
、

神
―
人
的
出
来
事
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
子
と
父
の
間
の
三
位
一
体
の
出
来
事
と
し
て
解
釈
す
る
」）58
（

の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
、「
み
子
は
死
ぬ
こ
と
を
受
苦
し
、
父
は
み
子
の
死
を
受
苦
す
る
。
父
の
痛
み
は
、
そ
の
際
み
子
の
死
と
同
じ
重
さ
を
持

つ
」）59
（

と
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
父
な
る
神
を
主
題
と
し
て
い
た
の
が
、
北
森
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
で
あ
り
、
そ
こ
に
〈
驚
く

べ
き
一
致
〉
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
読
者
は
多
い
で
し
ょ
う）60
（

。

モ
ル
ト
マ
ン
は
北
森
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
つ
い
て
、
本
文
に
お
い
て
は
一
度
だ
け
、
そ
れ
も
先
ほ
ど
見
た
ボ
ン
ヘ
フ
ァ
ー
の
獄

中
書
簡
（
一
九
四
四
年
七
月
一
六
日
）
か
ら
の
引
用
を
あ
げ
た
直
後
に
、
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
〔
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
獄
中
か
ら
書
い
た
文
書
の
引
用
〕
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
ま
た
、
自
国
の
同
様
な
政
治
的
状
況
に
お
い

て
、
日
本
の
ル
タ
ー
派
神
学
者
、
北
森
嘉
蔵
は
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
つ
い
て
の
著
書
を
書
き
、
こ
の
書
の
な
か
で
彼
は
、
神
の
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痛
み
は
わ
れ
わ
れ
の
痛
み
を
癒
す
と
す
る
、
相
呼
応
す
る
十
字
架
の
神
学
を
展
開
し
た
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
お
い
て
神
ご
自
身
が

受
難
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
端
初
と
な
る
諸
論
定
は
さ
ら
に
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）

61
（

。

し
か
し
別
に
注
記
に
お
い
て
は
、「
日
本
に
お
け
る
最
初
の
十
字
架
の
神
学
を
書
い
た
北
森
嘉
蔵
は
、
教
会
的
・
社
会
的
に
体
制
側
の
キ

リ
ス
ト
教
の
代
表
者
と
し
て
攻
撃
さ
れ
た
」）62
（

と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
モ
ル
ト
マ
ン
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
北
森
を
並

べ
て
紹
介
す
る
時
、
両
者
間
の
相
違
が
見
過
ご
さ
れ
、
誤
解
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
の
懸
念
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
日
本
の
神
学
者
で
牧
師
の
森
野
善
右
衛
門
（
一
九
二
八
年
―
）
は
、
北
森
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
は
っ
き
り

と
区
別
し
て
い
ま
す
。
森
野
は
、
北
森
が
〈
不
受
苦
の
神
〉
と
い
う
西
洋
の
神
学
の
伝
統
を
や
ぶ
っ
て
〈
苦
し
む
神
〉
の
問
題
を
主
題
と

し
て
取
り
上
げ
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
最
初
の
十
字
架
の
神
学
者
と
い
う
こ
と
を
評
価
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
ま
た
、
北
森
と
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
が
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
、
一
方
で
〈
神
の
痛
み
〉
が
、
他
方
で
〈
神
の
苦
難
〉
が
神
学
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
内
容
と
取
り
組
み
の
姿
勢
に
お
い
て
は
、
か
な
り
の
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す）63
（

。
そ
れ
は
ひ
と
こ
と
で
言

う
と
、
北
森
に
お
い
て
は

―
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
言
う
神
の
苦
し
み
に
は
、
つ
ね
に
異
教
徒
や
他
国
の
人
び
と
の
苦
し
み
も
含
ま
れ
て

い
る
の
に
た
い
し
て

―
日
本
人
以
外
の
苦
し
み
、
と
く
に
〈
ア
ジ
ア
の
人
び
と
の
苦
し
み
〉
が
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

北
森
の
考
え
に
よ
る
と
、
父
な
る
神
が
、
人
類
の
罪
を
背
負
っ
た
最
愛
の
ひ
と
り
子
イ
エ
ス
を
刑
死
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
人
間
を
愛
す

る
あ
ま
り
、
そ
の
裏
切
り
に
た
い
す
る
反
動
と
し
て
神
の
愛
は
怒
り
に
変
じ
、
怒
り
な
が
ら
も
そ
の
怒
り
を
、
自
己
そ
の
も
の
、
否
、
自

己
以
上
の
愛
の
対
象
で
あ
る
ひ
と
り
子
に
向
か
っ
て
注
ぎ
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
神
の
痛
み
が
、
十
字
架
の
出
来
事
で
生
起
し
た
、
と
さ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
森
野
が
提
出
し
た
の
は
、
は
た
し
て
北
森
神
学
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
本
当
に
〈
福
音
的
〉
だ
と
言
い
う
る
の
か
、
と
い
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

う
問
い
で
し
た
。

ま
ず
、『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
は
、
日
本
の
代
表
的
悲
劇
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
浄
瑠
璃
歌
舞
伎
の
な
か
で
演
じ
ら
れ
る
「
寺
子
屋
」

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
北
森
は
、
松
王
丸
が
一
子
小
太
郎
を
、
主
人
の
道
真
の
嫡
子
・
菅
秀
才
の
身
代
わ
り

に
立
て
て
助
け
る
場
面
で
、「
女
房
喜
べ
、
倅
は
御
役
に
立
っ
た
ぞ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
ひ
と
り
子
を
賜
る
ほ
ど
に
世
を
愛
さ
れ
た

神
の
痛
み
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
神
の
愛
が
証
さ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
森
野
は
、「〈
お
国
の
た
め
の
死
〉
を

名
誉
の
戦
死
と
し
、
偉
業
と
し
て
讃
え
る
こ
と
の
類
似
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
福
音
的
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
の
父
親
の
〈
つ
ら
さ
〉
は
〈
日
本
悲
劇
の
根
本
性
格
〉
で
は
あ
っ
て
も
、
果
た
し
て
〈
神
の
痛
み
〉
に
通
じ
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
」）

64
（

、
と
の
疑
問
を
呈
し
て
い
ま
す
。

次
に
北
森
は
、「
今
日
こ
そ
〈
痛
み
の
時
代
〉」）65
（

で
あ
る
と
し
て
、「
痛
め
る
隣
人

0

0

0

0

0

が
神
の
痛
み
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
我
々
も
ま
た

神
の
痛
み
の
中
に
含
ま
れ
て
お
る
が
故
に
、
神
の
痛
み
に
お
い
て
隣
人
と
我
々
は
ひ
と
つ
に
連
な
り
隣
人
の
痛
み
は
我
々
自
身
の
痛
み

と
同
様
の
切
実
さ
を
も
っ
て
感
じ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
））66
（

と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、〈
痛
め
る

隣
人
〉
と
は
、
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
森
野
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。「
神
風
特
攻
隊
に
最
愛
の
息
子
を

送
っ
て
死
に
い
た
ら
し
め
た
父
母
の
悲
し
み
は
お
ぼ
え
ら
れ
て
も
、
日
本
の
侵
略
を
受
け
て
そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
ア
ジ
ア
の
隣
人
た
ち
の

苦
し
み
を
思
い
や
る
想
像
力
は
、
こ
こ
で
は
欠
落
し
て
い
る
」）

67
（

。

ま
た
北
森
は
、
今
日
を
「
死
の
時
代
」
な
い
し
「
痛
み
の
時
代
」
と
し
て
と
捉
え
、「〈
人
生
二
十
五
年
〉
と
い
う
言
葉
を
生
ん
だ
今
日

を
〈
死
の
時
代
〉
と
呼
ば
ず
し
て
、
い
つ
の
日
を
、
し
か
呼
ぼ
う
か
」）68
（

と
記
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
人
生
二
十
五
年
」
と
い
う
の
は
、

「
天
皇
の
名
」
に
よ
る
戦
争
に
よ
っ
て
、
そ
の
犠
牲
が
国
民
に
強
制
さ
れ
た
こ
と
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
痛
恨
の
現
実
で
は
な
か
っ
た
の

か
、
そ
こ
で
「
世
界
の
痛
み
」）

69
（

 

と
北
森
が
言
う
時
、
そ
れ
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
と
森
野
は
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
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さ
ら
に
は
、「
神
の
痛
み
は
日
本
と
い
う
一
国
の
み
の
真
理
で
は
な
い
。
そ
れ
は
中
外
に

0

0

0

施も
と

し
て
悖
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

真
理
で
あ
る
」（
傍
点
筆

者
））70
（

と
い
う
北
森
の
表
現
は
、「
教
育
勅
語
」
の
一
節
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
ま
た
「
超
越
即
内
在
・
離
在
即
偕
在

―
こ
れ
が
福
音
の
心

0

0

0

0

で
あ
る
」（
傍
点
原
著
））71
（

と
北
森
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
時
、「
言
葉
だ
け
が
躍
っ
て
い
る
」）72
（

と
森
野
は
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
北
森
が
い
う
「
超
越
即
内
在
・
離
在
即
偕
在
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
「
離
在
偕
在
」
に
つ
い
て
は
、

マ
タ
イ
伝
に
お
け
る
ベ
タ
ニ
ヤ
で
の
イ
エ
ス
の
出
来
事
を
例
に
あ
げ
つ
つ
、
公
理
（A

xiom

）
と
威
厳
（axiom

a

）
と
の
関
連
に
お
い

て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す）73
（

。
北
森
の
聖
書
解
釈
に
従
っ
て
簡
単
に
述
べ
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

あ
る
女
が
ベ
タ
ニ
ヤ
の
癩
病
〔
ハ
ン
セ
ン
病
〕
を
患
う
シ
モ
ン
の
家
に
訪
問
し
た
イ
エ
ス
の
首
に
香
油
を
注
い
だ
の
を
見
て
、
イ

エ
ス
の
弟
子
た
ち
が
、
貧
し
き
も
の
た
ち
に
施
す
こ
と
こ
そ
イ
エ
ス
よ
り
教
え
ら
れ
た
愛
で
あ
る
、
と
憤
り
の
言
葉
を
向
け
た
こ
と

に
た
い
し
て
、
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
意
外
に
も
、「
何
ぞ
こ
の
女
を
悩
ま
す
か
、
我
に
善
き
事
を
な
せ
る
な
り
。
貧
し
き

者
は
常
に
汝
ら
と
偕
に
お
れ
ど
、
我
は
常
に
偕
に
お
ら
ず
」（
マ
タ
イ 

二
六
章
一
〇
―
一
一
節
）、
と
答
え
た
。
と
す
る
と
、
弟
子

た
ち
は
た
だ
イ
エ
ス
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
応
用
し
た
に
ほ
か
な
ら
ず
、
女
の
ほ
う
こ
そ
善
き
こ
と
を
な
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
北
森
は
解
釈
し
、
こ
こ
で
の
イ
エ
ス
は
、「
公
理
と
し
て
威
厳
を
も
ち
給
う
イ
エ
ス
」
だ
と
強
調
し
、「
我
々
は
こ
の
イ
エ

ス
の
公
理
性
の
主
張
に
対
し
て
〈
然
り
〉
と
い
う
べ
く
決
断

0

0

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
傍
点
原
著
））74
（

と
促
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
さ
ら
に
続

く
イ
エ
ス
の
言
葉
、
つ
ま
り
「
こ
の
女
の
我
が
体
に
香
油
を
注
ぎ
し
は
、
わ
が
葬
り
の
備
を
な
せ
る
な
り
」（
マ
タ
イ 

二
六
章
一
二
節
）

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
出
来
事
の
真
相
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
の
ひ
と
り
子
が
葬
り
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
、「
神
が
痛
ん
で
い
た
も
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
著
））75
（

こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
北
森
に
よ
れ
ば
、
他
の
い
か
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な
る
現
実
の
痛
み
を
い
っ
さ
い
忘
却
す
る
ほ
ど
に
神
の
痛
み
に
関
心
を
持
つ
者
の
み
が
、
真
に
神
を
見
た
者
だ
と
さ
れ
ま
す
。
彼
は
こ
う

述
べ
て
い
ま
す
。「
ベ
タ
ニ
ヤ
に
お
け
る
イ
エ
ス
は
、
神
の
痛
み
の
超
越
性

0

0

0

0

0

0

0

0

を
示
し
た
も
う
の
で
あ
る
。
超
越
性
を
要
求
す
る
神
の
痛
み

が
公
理

0

0

と
し
て
の
神
の
痛
み
で
あ
る
。
こ
の
超
越
性
の
故
に
こ
そ
福
音

0

0

は
ま
さ
に
福
音
な
の
で
あ
る
。
福
音
に
仕
え
る
者
は
こ
の
女
の
ご

と
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」（
傍
点
原
著
））

76
（

。

次
に
「
超
越
即
内
在
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
、「
現
実
の
痛
み
か
ら
超
越
な
る
神
の
痛
み
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
現
実
の
痛
み
に
内
在
的
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
ま
ま
で

0

0

0

0

、
超
越
的

0

0

0

」（
傍
点
原
著
））77
（

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
の
痛
み
の
現
実
へ
の
痛
み
の
内
在
性
は
、
神
が
隣
人
に
内
在
的
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
隣
人
愛
が
同
時
に
神
へ
の
愛
と
な
る
が
ご
と
く
、
神
の
痛
み
が
現
実
の
痛
み
に
内
在
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

実
の
痛
み
へ
の
奉
仕
が
神
の
痛
み
へ
の
奉
仕
と
な
り
う
る
と
言
い
ま
す）78
（

。
貧
し
き
者
に
施
す
こ
と
が
主
を
愛
す
る
唯
一
の
途
で
あ
る
こ

と
を
教
え
る
主
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
貧
し
き
も
の
を
一
時
忘
れ
て
放ほ

う
て
き擲
し
て
も
よ
い
と
い
う
ご
と
く
語
り
え
た
の
で
あ
り
、「
公
理
即
現

実
態
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
公
理
は
現
実
態
を
忘
れ
し
む
ま
で
に
自
己
に
関
心
を
注
ぐ
こ
と
を
要
求
す
る
威
厳
を
も
つ
の
で
あ
る
」）79
（

と
さ
れ

ま
す
。
か
く
し
て
北
森
は
、
公
理
が
〈
神
の
痛
み
〉
で
あ
り
、
神
の
国
が
神
の
痛
み
に
基
礎
づ
け
ら
れ
し
愛
の
支
配
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

「
公
理
の
も
つ
威
厳
は
た
ん
な
る
〈
離
在
〉
で
は
な
い
」
と
述
べ
ま
す
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
意
味
に
お
け
る
「
イ
デ
ア
の
離
在

0

0

」（
傍

点
原
著
）
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
、「
現
実
を
愛
し
、
現
実
と
偕
に
在
る
（
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
！
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
自
己
の

威
厳
を
増
し
加
え
る
ご
と
き
公
理
」）80
（

な
の
で
す
。
そ
し
て
確
信
を
も
っ
て
、「
福
音
に
お
い
て
は
〈
離
在
〉
が
同
時
に
〈
偕
在
〉」
な
の
で

あ
り
、「
超
越
即
内
在
・
離
在
即
偕
在
」
こ
そ
が
、「
福
音
の
心

0

0

0

0

」（
傍
点
原
著
）
で
あ
る
と
北
森
は
説
い
て
い
ま
す ）81
（

。

こ
の
よ
う
に
、
北
森
が
つ
ね
に
現
実
を
視
野
に
入
れ
て
論
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、〈
隣
人
〉
と
は
誰
な
の
か
、〈
世
界
〉
と
は
何
な
の

か
、
と
い
う
こ
と
が
い
っ
そ
う
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
野
呂
芳
男
は
、「
北
森
教
授
に
と
っ

て
無
意
識
の
内
面
的
出
来
事
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
北
森
教
授
の
主
張
は
、
当
時
の
日
本
の
行
動
に
た
い
す
る
道
義
的
痛
み
と
深
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く
関
わ
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
」）82
（

と
推
測
し
て
い
ま
す
。
一
九
五
四
年
四
月
一
〇
日
の
「
キ
リ
ス
ト
教
新
聞
」
紙
上
で
の
、
牧
師
の

岩
村
信
二
と
の
対
談
に
お
け
る
北
森
自
身
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
神
の
痛
み
の
神
学
の
基
本
的
な
考
え
は
、
す
で
に
一
九
三
八
年
あ
る
い
は

一
九
三
九
年
に
成
立
し
て
い
た
と
言
い
ま
す
。
じ
っ
さ
い
に
北
森
神
学
の
基
調
は
、
す
で
に
『
十
字
架
の
主
』（
一
九
四
〇
年
）
の
な
か

に
見
ら
れ
、『
神
学
と
信
条
』（
一
九
四
三
年
）
で
さ
ら
に
発
展
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
す
る
と
、
神
の
痛
み
の
神
学
が
生
ま
れ
て
き
た
の

は
、
日
本
国
民
が
種
々
の
意
味
で
苦
し
み
抜
い
て
い
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
で
も
、
敗
戦
直
後
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
日
本

が
中
国
に
た
い
す
る
侵
略
を
行
い
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
暴
挙
を
背
景
に
、
日
本
は
経
済
的
に
は
う
る
お
っ
て
い
た
時
期
で
し

た
。
そ
こ
で
野
呂
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
併
し
、
多
く
の
良
心
的
な
知
識
人
た
ち
は
、
日
本
の
中
国
へ
の
侵
略
を
道
徳
的
に
認
め
許
す
こ
と
が
で
き
ず
、
深
刻
な
精
神
的
苦

悩
を
味
わ
い
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
北
森
が
そ
う
い
う
良
心
的
苦
悩
を
味
わ
っ
て
い
た
人
々
の
一
人
で
あ
っ
た
と
推
測
す

る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
妥
当
性
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
そ
う
い
う
良
心
的
苦
悩
に
お
い
て
は
、
人
間
の
罪
と
そ
れ
に

対
す
る
神
の
刑
罰
と
い
う
ド
ラ
マ
が
中
心
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」）

83
（

。

ま
た
野
呂
は
、
敗
戦
後
の
貧
困
と
虚
脱
状
況
の
な
か
で
、
日
本
の
人
び
と
が
こ
の
神
学
を
渇
け
る
も
の
の
ご
と
く
求
め
た
時
に
、
は
た

し
て
そ
の
よ
う
な
道
義
的
反
省
を
経
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
非
常
に
疑
問
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
か
つ
て
の
軍
部
や

為
政
者
た
ち
の
悪
政
は
、
た
い
て
い
の
庶
民
に
と
っ
て
は
個
人
の
自
由
意
志
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
運
命
の
ご
と
き
も
の
と
感
じ
と

ら
れ
て
い
た
と
言
う
ほ
う
が
、
真
相
に
近
い
か
ら
で
す
。
野
呂
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

「
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
苦
汁
に
満
ち
た
敗
戦
の
運
命
に
あ
る
日
本
人
た
る
わ
れ
わ
れ
に
、
神
も
同
情
し
て
痛
ん
で
下
さ
っ
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
神
の
痛
み
の
神
学
が
受
容
さ
れ
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
状
況
的
に
は
き
わ
め
て
良
く
理
解
し
う
る

事
柄
で
あ
る
が
、
何
と
い
う
歴
史
の
皮
肉
で
あ
る
こ
と
か
、
こ
れ
は
神
の
痛
み
の
神
学
の
誤
解
に
も
と
づ
い
た
受
容
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
」）

84
（

。

北
森
神
学
が
、
無
意
識
に
も
わ
が
国
の
侵
略
行
為
に
た
い
す
る
良
心
的
苦
悩
か
ら
生
ま
れ
た
か
否
か
は
、
も
は
や
知
る
由
も
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
で
よ
り
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
北
森
個
人
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
む

し
ろ
森
野
が
提
出
し
た
問
い
は
、
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
が
自
分
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
問
い
と
し
て
受
け
と
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
も
意

味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
に
お
い
て
、〈
世0

の
た
め
人0

の
た
め
〉
と
い
う
言
葉
を
、
し
ば
し
ば
耳
に
し
た
り
口
に

し
た
り
し
ま
す
。
と
は
い
え
、
自
分
に
と
っ
て
〈
世
〉
と
は
何
で
あ
る
か
、〈
人
〉
と
は
誰
で
あ
る
か
、
深
く
意
識
せ
ず
に
い
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。
実
の
と
こ
ろ
、
親
き
ょ
う
だ
い
と
い
っ
た
生
物
的
な
つ
な
が
り
や
、
性
愛
に
よ
る
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
身
近
な
友
人

や
、
自
分
の
利
害
が
関
係
す
る
範
囲
に
と
ど
ま
り
、
狭
い
意
味
で
の
〈
私
の
延
長
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
〉
の
た
め
と
な
っ
て
は
い
な
い
で

し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
他
者
の
痛
み
や
苦
し
み
に
た
い
す
る
〈
想
像
力
の
欠
如
〉
や
〈
鈍
感
さ
〉
と
い
う
も
の
は
、
本
人
の
自
覚
が
と

も
な
わ
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

〈
共
に
苦
し
む
こ
と
〉

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
『
獄
中
書
簡
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
九
四
二
年
末
に
書
か
れ
た
「
十
年
後
」
と
い
う

報
告
の
な
か
で
、「
共
に
苦
し
む
」（M

itleiden

）
と
題
し
た
未
完
の
断
片
を
遺
し
て
い
ま
す
。
彼
は
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
て
い
ま
す
。
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「
た
い
て
い
の
人
間
は
、
た
だ
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
利
口
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
に
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
る
第
一
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
に
と
っ
て
、
未
然
に
防
ご
う
と
す
る
行
為
の
あ

ら
ゆ
る
手
立
て
が
、
驚
く
ほ
ど
役
に
立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（･･････

）
第
二
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
他
人
の
苦
し

0

0

0

0

0

み
に
た
い
す
る
無
感
覚

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
苦

ミ
ッ
ト
ラ
イ
デ
ン

し
み
へ
の
共
感
は
、
災
い
が
怖
ろ
し
い
ま
で
に
接
近
し
、
不
安
が
増
し
加
わ
る
こ
と
に
比
例
し

て
起
こ
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 33

）。

確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
場
合
、
自
ら
が
身
を
も
っ
て
体
験
し
て
は
じ
め
て
、
他
人
の
苦
し
み
に
た
い
し
て
も
想
像
力
を
は
た
ら

か
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
他
者
へ
の
苦
し
み
に
共
感
す
る
こ
と
を
学
ん
で
い
く
と
言
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
じ
っ
さ
い
に
苦
し
み
を

経
験
し
た
人
が
、
つ
ね
に
他
人
の
痛
み
や
苦
し
み
に
た
い
し
て
い
っ
そ
う
繊
細
な
感
覚
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
時
と

し
て
、
自
身
の
体
験
を
欠
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
の
痛
み
や
苦
し
み
に
た
い
し
て
大
き
な
想
像
力
を
持
つ
人
び
と
に
驚
き
を

も
っ
て
出
会
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
た
い
て
い
の
場
合
、
た
だ
危
険
が
せ
ま
り
来
て
切
迫
し
た
状
況
と
な
り
、
不
安
が
増
大
す
る

の
と
比
例
し
て
、
苦
し
み
へ
の
共
感
や
同
情
と
い
っ
た
も
の
が
湧
い
て
く
る
と
い
う
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
洞
察
は
、
経
験
的
に
頷
け
る
も

の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
、
た
だ
ち
に
実
践
的
な
問
題
へ
と
入
っ
て
い
き
ま
す
。

「
こ
の
よ
う
な
態
度
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
倫
理
的
に
は
、
運
命
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
は

思
わ
な
い
と
か
、
行
為
に
た
い
す
る
内
的
な
召
命
や
力
と
い
う
も
の
は
、
事
態
の
深
刻
化
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら

れ
る
と
か
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
不
正
や
苦
し
み
に
た
い
し
て
責
任
は
な
い
し
、
あ
つ
か
ま
し
く
も
世
界
の
審
判
者
に
な
ろ
う
な
ど

と
は
思
わ
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
心
理
的
に
は
、
想
像
力
・
繊
細
な
感
覚
・
心
に
ま
さ
に
行
わ
ん
と
は
や
る
気
持
ち
が
欠
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

如
し
て
い
る
こ
と
は
、
手
堅
い
冷
静
さ
・
円
滑
な
作
業
能
力
・
苦
し
み
を
う
け
負
う
能
力
と
い
っ
た
も
の
で
補
わ
れ
る
、
と
言
わ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
的
に
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
正
当
化
す
べ
て
に
よ
っ
て
し
て
も
、
こ
こ
で
は
決
定
的
に
心
の
広
さ
が
欠
け

0

0

0

0

0

0

0

て
い
る

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
、
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 33f.

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
取
り
巻
く
状
況
を
考
え
る
と
、
彼
は
こ
こ
で
、
他
の
人
間
に
た
い
し
て
批
判
を
向
け
る
と
い
う
よ
り
も
、
つ
ね
に

弁
解
へ
の
誘
惑
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
、
彼
自
身
が
属
す
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
向
け
て
自
己
批
判
的
に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、「
悪
人
に
手
向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
マ
タ
イ 

五
章
三
九
節
）
と
い
う
〈
復
讐
〉
を
禁
ず
る
イ
エ
ス
の
教
え
に

律
法
主
義
的
に
固
執
し
、「〈
運
命
〉
に
歯
止
め
を
か
け
る
」
こ
と
を
あ
き
ら
め
、
あ
ら
ゆ
る
理
不
尽
な
こ
と
さ
え
も
〈
摂
理
〉
と
し
て
受

け
い
れ
る
と
い
う
態
度
も
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
一
部
の
ル
タ
ー
派
神
学
者
や
教
会
の
指
導
者
た
ち
は
、
ル
タ
ー
の
死
後
一
九
三
三

年
ま
で
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
二
王
国
論
を
持
ち
出
し
て
、
ル
タ
ー
の
意
図
を
離
れ
た
〈
二
元
論
的
二
王
国
論
〉、
つ
ま
り
、
霊

的
統
治
と
世
俗
的
統
治
を
完
全
に
切
り
離
し
た
二
王
国
論
を
展
開
し
、
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
不
正
や
苦
し
み
に
た
い
し
て
責
任

を
負
わ
な
い
こ
と
に
、
正
当
性
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
り
え
た
の
で
し
た
。

二
王
国
論
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
一
九
三
八
年
に
ド
イ
ツ
の
牧
師
ハ
ー
ラ
ル
ト
・
デ
ィ
ー
ム
（H

arald D
iem

 

1913–1941

）
が
、〈
二
元
論
的
二
王
国
論
〉
に
つ
い
て
の
最
初
の
批
判
的
研
究
を
著
し）85
（

、
そ
れ
以
来
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
絶
え
ず

多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
Ｈ
・
Ｅ
・
テ
ー
ト
の
理
解
に
し
た
が
っ
て
述
べ
れ
ば
、
そ
の
多
く
は
、
表
面
的
に
の
み

ル
タ
ー
と
あ
れ
こ
れ
関
わ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
い
ま
す）86
（

。
ル
タ
ー
自
身
は
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
た
発
言
を
し
て
お
り
、
そ
の
な

か
で
、
王
国
論
・
統
治
論
・
身
分
論
が
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
の
王
国
と
サ
タ
ン
の
王
国
と
は
、
終
末
論
的
な
闘
争
の
な
か
で
対
峙

し
、
霊
的
統
治
と
世
俗
的
統
治
は
、
ど
ち
ら
も
神
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
両
者
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
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く
、
同
時
に
、
共
同
し
て
活
動
す
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
一
人
一
人
す
べ
て
の
人
間
が
、
教
会
的
身
分
・
家
族
的
身
分
・
政
治
的
身
分

に
属
す
る
こ
と
が
、
人
が
倫
理
的
に
行
動
す
る
上
で
重
要
な
点
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
じ
っ
さ
い
に
、
ル
タ
ー
自
身
と
彼
が
属
し
た

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
部
は
、
た
え
ず
政
治
的
な
事
柄
に
お
い
て
、
神
学
上
の
専
門
意
見
書
や
勧
告
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
す
べ
て
の
こ
と
も
、「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
で
型
に
は
ま
っ
た
新
ル
タ
ー
主
義
的
二
王
国
論
の
多
大
な
影
響
力
を
阻
止
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
」）87
（

と
テ
ー
ト
は
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
二
元
論
的
な
世
界
理
解
は
、
す
で
に
見
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
現
実
〉
概
念
に
よ
っ
て
克
服
を
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
想
起
す
べ
き
で
し
ょ
う
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
神
の
現
実
が
こ
の
世
の
現
実
に
入
っ
て
来
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 6, 

39

）
と
彼
が
言
う
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、〈
神
の
現
実
〉
と
〈
こ
の
世
の
現
実
〉
に
た
い
す
る
問
い
の
答
え
が
同
時
に
経
験

さ
れ
る
場
で
あ
り
、
究
極
の
〈
現
実
〉
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
〈
現
実
〉
か
ら
離
れ
た
部
分
的
な
こ
の
世
理
解
は
、
真
の
〈
こ
の
世
〉
と
は

見
な
さ
れ
ま
せ
ん
。
二
王
国
論
に
関
連
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
『
倫
理
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
ル
タ
ー
が
、
ロ
ー
マ
教
会
の
聖

ザ
ク
ラ
リ
ズ
ィ
ー
ル
ン
グ

化
に
た
い
す
る
反
論
と
し
て
、
こ
の
世
的
な
も
の
を
論
争
的
に
持
ち
出
し
た
よ
う
に
、
こ
の

世
的
な
も
の
が
（･･････

）
自
立
し
て
自
己
を
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
危
険
に
あ
る
場
合
は
、
こ
の
世
的
な
も
の
に
た
い
し
て
、
キ

リ
ス
ト
教
的
な
も
の
、〈
聖

ザ
ク
ラ
ー
レ
ン

な
る
も
の
〉
か
ら
、
論
争
的
に
異
議
が
唱
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
両
者
の
場
合
に
お
い
て
、

ま
さ
し
く
同
じ
出
来
事
が
、
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
現
実
と
こ
の
世
の
現
実
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
重

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要0

で
あ
る
。
し
か
し
ル
タ
ー
が
、
独
立
し
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
現
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
自
ら
を
切
り
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
に
た

い
し
て
、
よ
り
よ
き
キ
リ
ス
ト
教
性
の
名
に
お
い
て
、
こ
の
世
的
な
も
の
の
助
け
を
借
り
て
抗
議
し
た
よ
う
に
、
今
日
キ
リ
ス
ト
教

を
こ
の
世
的
な
も
の
に
対
立
さ
せ
て
論
争
的
に
用
い
る
こ
と
は
、〈
よ
り
よ
き
こ
の
世
性
〉
と
い
う
名
に
お
い
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

ら
な
い
の
で
あ
り
、
ふ
た
た
び
自
己
目
的
的
か
つ
固
定
的
な
聖
的
領
域
の
支
配
と
い
う
事
態
に
舞
い
戻
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
論
争
的
一
致
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
、
ル
タ
ー
の
二
王
国
論
は
受
け
い
れ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ほ
ん

ら
い
意
図
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 6, 45

）。

し
た
が
っ
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
の
二
王
国
論
と
い
う
の
は
、〈
キ
リ
ス
ト
の
現
実
〉
か
ら
離
れ
る
こ
と

な
く
、〈
論
争
的
一
致
〉
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
受
け
い
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。
し
か
し
テ
ー
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー

の
意
図
を
離
れ
た
新
ル
タ
ー
主
義
の
二
王
国
論
は
、「
み
ご
と
に
〈
第
三
帝
国
〉
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
責
任
か
ら
免
除
す
る
も

の
」）88
（

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
に
お
け
る
苦
し
み
に
た
い
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
、
正
当
性
を
与
え
る
も
の

と
な
り
え
た
の
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
ナ
チ
ス
の
一
翼
を
担
う
異
端
〈
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
者
〉
に
対
抗
し
た
〈
告
白
教
会
〉
で
あ
っ
て

も
、
異
教
徒
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
苦
難
に
た
い
し
て
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
を
含
む
ご
く
わ
ず
か
な
人
間
を
の
ぞ
い
て
は
、
積
極
的
に
関

与
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
に
他
人
の
苦
し
み
に
た
い
す
る
繊
細
な
感
覚
が
欠
け
て
お
り
、

さ
ら
に
他
人
の
苦
し
み
を
共
に
背
負
う
「
心
の
広
さ
が
欠
け
て
い
る
」
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
い
っ
た
い
、
ま
だ
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。

「
キ
リ
ス
ト
は
、
聖
書
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
苦
難
を
自
ら
の
苦
難
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
わ
が
身
を
も
っ
て
体
験
さ
れ
た
。

（･･････

）
彼
は
そ
れ
を
、
自
由
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

わ
が
身
に
引
き
受
け
ら
れ
た
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
で
は
な
い
し
、
自
ら
の

行
為
や
自
ら
の
苦
難
に
よ
っ
て
世
界
を
救
済
す
る
よ
う
に
召
し
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
を
自
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ら
に
負
う
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
責
め
な
や
む
べ
き
で
は
な
い
。（･･････

）
わ
れ
わ

れ
は
、
他
の
人
間
の
苦
し
み
を
、
ま
っ
た
く
限
ら
れ
た
程
度
に
し
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

本
当
に
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
い

0

0

0

0

。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
自
由
に
そ
の
時
を
捉
え
、
危
険
に
立
ち
向
か

い
、
責
任
あ
る
行
為

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
心
の
広
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
与
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
不
安
か
ら

0

0

0

0

で
は
な
く
、
解
き
放
し
救
い

出
す
キ
リ
ス
ト
の
愛
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

、
苦
し
む
者
す
べ
て
に
向
か
っ
て
わ
き
出
る
、
真
正
の
共
苦

0

0

0

0

0

に
お
い
て
で
あ
る
。
行
わ
ず
に
過
ぎ
去
る
の

を
待
つ
こ
と
や
、
無
関
心
に
傍
観
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
態
度
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
わ
が
身
が
受
け

た
体
験
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
行
為
へ
と
呼
び
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
た
め
に
苦
し
ま
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
兄
弟
た
ち
が
身

0

0

0

0

0

0

に
受
け
た
体
験
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
呼
び
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 33f.

）。

こ
こ
で
は
っ
き
り
と
、
神
は
何
を
苦
し
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
神
の
受
苦
に
つ
い

て
の
思
索
で
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
父
な
る
神
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
子
な
る
神
の
苦
し
み
で
も
、
彼
が
十
字
架
に
お
い
て
自
身

の
体
が
こ
う
む
っ
た
苦
し
み
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
北
森
神
学
が
述
べ
る
よ
う
な
、
ひ
と
り
子
を
死
な
し
め
る
父
な
る
神
の
〈
痛
み
〉

に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、
神
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
苦
難
を
自
ら
の
苦
難
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

苦
し
む
、
と

い
う
こ
と
が
強
く
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
ま
っ
た
く
の
「
自
由
に
お
い
て
」
引
き
受
け
る
、
と
言
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
受
動
的
に
で
は
な
く
、
苦
を
能
動
的
に
背
負
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
大
抵
の
場
合
、

わ
が
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
よ
う
や
く
い
く
ら
か
他
の
人
間
の
苦
し
み
を
共
感
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
彼
は
認
め
て

い
た
の
で
し
た
。

さ
ら
に
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
他
の
人
間
の
苦
し
み
を
、
ま
っ
た
く
限
ら
れ
た
程
度
に
し
か
本
当
に
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

べ
る
時
、
す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
〈
限
界
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
理
解
を
考
察
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
も
彼
が

人
間
の
〈
有
限
性
〉
を
深
く
受
け
と
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
は
、
他
人
の
苦
し
み
を
〈
認
識
〉
す
る
と
い
う
〈
知
〉
や
能
力
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
限
り
な
い
〈
心
の
広

さ
〉
に
、
い
わ
ゆ
る
神
の
〈
全
能
性
〉
を
見
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
後
に
よ
り
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
先
取
り
し
て
言
う
と
、
自
分
自

身
に
囚
わ
れ
ぬ
自
由
、
他
者
を
真
に
愛
す
る
愛
に
こ
そ
、
神
の
全
能
性
を
見
て
取
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト

者
は
神
の
〈
心
の
広
さ
〉
に
与
り
、
他
者
の
苦
し
み
を
真
に

0

0

共
感
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
先
の
引
用
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
責
任

あ
る
行
為
」
へ
と
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
〈
真
正
な
共
感
〉
と
は
、〈
他
者
の
た

め
の
存
在
〉
イ
エ
ス
の
〈
心
の
広
さ
〉
に
与
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
同
時
に
、
第
二
章
で
見
た
よ
う
に）89
（

、
キ
リ
ス
ト
の
生
を
生

き
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
の
か
た
ち
に
造
り
変
え
ら
れ
（
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
）、
愛
が
増
し
加
わ
る
と
い
う
こ
と
が
、
前
提
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
自
分
自
身
が
苦
境
に
あ
る
時
、
つ
ま
り
自
分
の
身
に
直
接
ふ
り
か
か
る
苦
難
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
自
身
、
イ
エ
ス
の
苦
難
と
の
交
わ
り
の
な
か
に
、
自
分
の
苦
し
み
を
克
服
す
る
こ
と
を
助
け
る
力

強
い
源
泉
を
見
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
に
あ
げ
た
「
十
年
後
」
と
い
う
報
告
に
出
て
く
る
「
下
か
ら
の
視
点
」
と
題
す
る
未
完
の
断

片
の
な
か
で
は
、
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
が
世
界
史
の
偉
大
な
出
来
事
を
ひ
と
た
び
下
か
ら
の
視
点

0

0

0

0

0

0

で
、
す
な
わ
ち
、
排
斥
さ
れ
た
者
や
、
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た

者
、
冷
遇
さ
れ
た
者
、
無
力
な
者
、
弾
圧
さ
れ
た
者
、
嘲
弄
を
受
け
た
者
の
視
点
で
、
端
的
に
言
っ
て
、
苦
難
を
受
け
て
い
る
者
の

視
点
で
、
見
る
こ
と
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
比
類
の
な
い
価
値
あ
る
体
験
で
あ
り
続
け
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 38f.

）。
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す
な
わ
ち
彼
は
、
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
、〈
下
か
ら
の
視
点
〉
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ー
ト
が
述
べ
る
よ
う
な
、「
苦
境
に
あ

る
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
ひ
と
つ
の
思
い
が
け
な
い
価
値
と
豊
か
さ
を
含
み
持
つ
」）90
（

と
い
う
発
見
を
し
た
の
で
し
た
。
テ
ー
ト

は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
か
、「
苦
難
を
受
け
る
こ
と
と
共
に
苦
し
む
こ
と
の
豊
か
さ
」）91
（

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

「
苦
難
を
受
け
る
も
の
は
、
自
ら
の
う
ち
に
、
健
康
な
人
や
能
動
的
な
人
が
見
出
す
の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
、
諸
々
の
力
と
意
味
の

連
関
を
、
突
如
と
し
て
発
見
す
る
。
彼
の
苦
し
み
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
苦
し
み

を
よ
そ
も
の
と
し
て
突
き
離
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
か
、
も
は
や
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
生
に
統
合
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
苦
難
の
な
か
で
、
共
に
苦
し
む
と
い
う
連
帯
感
、
つ
ま
り
、
他
の
苦
難
を

受
け
る
も
の
た
ち
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
育
く
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
自
分
の
苦
難
は
、
た
だ
脅
威
や
欠
損

と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
苦
し
む
人
び
と
の
交ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

わ
り
へ
の
大
い
な
る
入
口
と
し
て
、
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や

苦
し
み
か
ら
連
れ
出
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
共
に
苦
し
む
こ
と
の
連
帯
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
が
、
中
心
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
」）

92
（

。

そ
れ
は
テ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、「
伝
承
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
奥
深
く
横
た
わ
っ
て
い
る
」
も
の
で
す
が
、「
つ
ね
に
く
り
返
し

新
し
く
発
見
さ
れ
、
痛
み
を
と
も
な
い
つ
つ
身
に
つ
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
も
の
で
す
。
続
く
彼
の
文
章
は
、
明
ら
か
に
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
に
通
じ
る
も
の
で
す
。

「
こ
こ
で
は
十
字
架
の
神
学
が
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
上
で
体
験
し
た
苦
難
へ
と
、
受
け
い
れ
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

あ
る
。
そ
の
苦
難
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
彼
に
服
従
す
る
も
の
す
べ
て
の
兄
弟
に
な
ら
れ
た
。
外
面
的
に
は
、
苦
し
み
は
弱
さ
の

ひ
と
つ
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
け
っ
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
眼
差
し
が
、
自
分
の
苦
難
か
ら
離
れ
て
、
共
に
苦
し
む
と
い
う

能
動
的
な
連
帯
感
へ
と
視
線
を
移
す
な
ら
、
そ
の
時
、
苦
難
は
、
大
い
な
る
〈
私
〉
の
強
さ
を
証
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
、
新
し
く

造
り
変
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」）

93
（

。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
〈
私
〉
の
苦
し
み
は
、
キ
リ
ス
ト
の
〈
受
難
〉
に
お
け
る
苦
し
み
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
転
換
さ
れ
る
と
言
う
の

で
す
。
つ
ま
り
私
は
、
私
の
苦
し
み
を
見
る
こ
と
を
断
念
し
、
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
背
負
う
苦
し
み
を
、
共
に
苦
し
む
交
わ

り
へ
と
導
か
れ
る
、
と
テ
ー
ト
は
説
明
し
て
い
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
こ
う
し
た
〈
苦
し
む
神
〉
に
通
ず
る
神
観
に
つ
い
て
、
す
で
に
『
キ
リ
ス
ト
論
』（
一
九
三
三
年
）
で
も
語
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
イ
エ
ス
は
〈
神
の
か
た
ち
〉
で
、
つ
ま
り
王
者
の
衣
を
ま
と
っ
て
民
衆
を
信
じ
こ
ま
せ
る
よ
う
な
姿
で
登
場

す
る
の
で
は
な
く
、〈
躓
き
〉
の
か
た
ち
で
、
つ
ま
り
〈
微
行
〉（Incognito

）
の
姿
で
人
間
の
も
と
に
到
来
し
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の

〈
謙
り
〉
に
お
い
て
は
じ
め
て
イ
エ
ス
は
、〈･･･
の
た
め
の
存
在
〉
で
あ
り
う
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
（D

BW
 12, 343�.

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
キ
リ
ス
ト
の
〈
微
行
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
あ
る
神
的
本ナ

ト
ゥ
ー
ア性
に
お
い
て
で
は
な
く
、
た
だ
信
仰
に
お
い
て
、
神
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や

目
の
前
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
な
ん
ら
か
の
記
述
し
う
る
仕
方
で
神
と
い
う
の
で
は
な
い
。
も
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
神
と
し

て
叙
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
の
全
能
や
全
知
に
つ
い
て
語
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
馬
ぶ
ね
と
十
字
架
に

つ
い
て
語
る
べ
き
で
あ
る
。
全
能
や
遍
在
と
し
て
の
〈
神
的
実ヴ

ェ
ー
ゼ
ン体

〉
な
ど
存
在
し
な
い
。（･･････

）
神
と
し
て
の
人
間
イ
エ
ス
・
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キ
リ
ス
ト
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
を
神
的
観
念
の
代
表
者
と
し
て
語
っ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
の
全
知
や

全
能
と
い
っ
た
属
性
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
弱
さ
と
馬
ぶ
ね
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。（･･････

）
こ
の
謙
ら

れ
た
キ
リ
ス
ト
と
共
に
、
彼
の
教
会
は
、
謙
り
に
お
い
て
歩
み
ゆ
く
。
教
会
は
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
そ
の
実ヴ

ェ
ー
ゼ
ン体
が
証
明
さ
れ
る
こ

と
を
追
い
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
う
し
た
確
証
を
断
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
」（D

BW
 12, 

341-348
）。

す
で
に
こ
こ
で
、『
獄
中
書
簡
集
』
に
お
け
る
「
苦
し
む
神
だ
け
が
、
助
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（D

BW
 8, 534

）
と
い
う
彼

の
十
字
架
の
神
学
が
鳴
り
響
き
始
め
、
彼
の
生
涯
を
貫
い
て
い
く
連
続
性
が
見
出
せ
ま
す
。
お
よ
そ
〈
宗
教
的
〉
な
人
間
が
期
待
す
る
よ

う
な
〈
神
的
実
体
〉
な
ど
存
在
せ
ず
、
そ
う
し
た
確
証
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
か
ら
信
仰
が
始
ま
る
。
馬
ぶ
ね
の
な
か
の
嬰
児

が
、
ま
っ
た
き
神
な
の
で
す
。〈
微
行
〉
の
姿
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
う
ち
で
最
も
み
ず
ぼ
ら
し
く
、
排
斥
さ
れ
、
辱
め
を
受
け
、
捨

て
ら
れ
、
絶
望
し
、
痛
ま
し
い
姿
で
死
ん
で
い
っ
た
者
が
、
神
だ
と
言
う
の
で
す）94
（

。
さ
ら
に
は
、
そ
の
神
は
人
間
の
罪
を
背
負
う
た
め

に
、
自
ら
が
「
最
大
の
罪
人
」（
ル
タ
ー
）
と
し
て
十
字
架
に
掛
け
ら
れ
、
自
ら
が
強
盗
・
殺
人
者
・
姦
淫
者
と
な
り
ま
し
た）95
（

。
こ
の
よ

う
に
、
人
間
の
〈
肉
の
か
た
ち
〉
を
と
り
、
人
間
と
同
じ
罪
に
定
め
ら
れ
た
者
こ
そ
が
、
神
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
の

と
ま
っ
た
く
同
じ
〈
人
間
の
実
存
様
式
〉（m

enschliche Existenzw
eise

））96
（

を
、
自
ら
の
自
由
に
お
い
て
受
け
い
れ
る
神
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
聖
書
の
記
述
の
な
か
で
も
、
敬
虔
な
人
び
と
が
最
も
〈
躓
く
〉
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
イ
エ
ス
が

力
を
も
っ
て
介
入
し
、
奇
蹟
を
起
こ
し
、
誰
の
目
に
も
神
と
わ
か
る
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
、
人
は
〈
信
じ
る
〉
勇
気
も
決
断
も
必
要
と
し

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
可
視
的
な
証
明
が

―
救
世
主
と
し
て
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
よ
う
に

―
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
人
は
た
だ
〈
承

認
〉
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、『
キ
リ
ス
ト
論
』
の
な
か
で
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

「
信
仰
と
は
、
私
が
神
に
自
ら
を
引
渡
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
私
の
生
命
を
神
の
言
葉
に
賭
け
る
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
、
あ
ら
ゆ

る
可
視
的
な
仮
象
に
逆
ら
っ
て
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
私
が
目
に
見
え
る
証
明
を
断
念
し
て
、
は
じ
め
て
私
は
神
を
信
じ
る
の
で

あ
る
」（D

BW
 12, 346

）。

し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
な
人
間
が
期
待
す
る
〈
神
的
実
体
〉
な
ど
存
在
せ
ず
、
こ
の
無
神
的
な
世
に
お
い
て
、
弱
く
苦
し
む
神
が
逆
説

的
に
現
在
し
て
い
る
、
と
言
う
の
で
す
。
そ
の

0

0

神
に
自
ら
を
完
全
に
ゆ
だ
ね
、
自
ら
の
生
命
を
神
の
言
葉
に
賭
け
る

0

0

0

と
こ
ろ
で
、
信
仰

が
始
ま
る
、
と
。
こ
こ
で
の
〈
賭
け
る
〉
と
い
う
こ
と
に
は
、〈
復
活
〉
に
た
い
す
る
希
望
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
聖
書
に
は
、〈
十
字
架
〉
の
後
に
は
〈
復
活
〉
が
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
無
力
の
背
後
に
は
神

の
力
が
、
死
の
背
後
に
は
新
し
い
生
命
が
、
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
啓
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
苦
し
み
、
絶
望
の
暗
闇
の
な
か
で
神
を
呼
び
求

め
、
神
が
不
在
で
あ
る
か
の
こ
の
世
に
お
い
て
、
神
が
こ
の
世
で
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
認
識
に
い
た
る
人
び
と
は
、
そ
こ
に
大
い

な
る
希
望
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
す
で
に
第
二
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に）97
（

、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い

て
は
、
最
後
の
審
判
の
日
ま
で
、
誰
が
永
遠
の
命
に
与
る
か
は
、
本
人
に
も
隠
さ
れ
た
事
柄
で
あ
り
続
け
ま
す
。
善
き
行
い
を
し
た
人

び
と
に
も
、
自
分
が
善
き
行
い
を
し
た
こ
と
は
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
知
る
の
は
、
神
だ
け
だ
と
さ
れ
ま
す
。
ま
っ
た
く
前
も
っ
て
保

障
さ
れ
る
も
の
も
、
正
当
化
す
る
も
の
も
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
〈
信
仰
〉
は
、〈
自
由
な
冒
険
〉（freies 

W
agnis

）
で
あ
り
、
つ
ね
に
〈
賭
け
る
〉（w

agen

）
と
い
う
性
格
が
と
も
な
う
の
で
す
。
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第
三
節　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
宗
教
批
判

一　

真
の
〈
こ
の
世
性
〉
へ
の
問
い

―
〈
無
宗
教
的
〉
に
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
は

―

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「〈
こ
の
世
的
〉（w

eltlich

）
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
者
」）98
（

と
た
び
た
び
称
さ
れ
ま
す
。
ド
イ
ツ
語
のw

eltlich

は
、

〈
世
俗
的
〉
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
言
葉
で
す
が
、
こ
の
場
合
の
〈
こ
の
世
的
〉
は
、
世
俗
的
な
世
界
に
埋
没
し
て
い
る
状
態
を
意
味

し
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
彼
岸
（
聖
）
と
此
岸
（
俗
）
の
分
裂
を
超
え
た
、〈
真
の
こ
の
世
性
〉
に
つ
い
て
問
う
も
の
で
す
。
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
こ
の
世
〉
に
つ
い
て
の
問
い
は
〈
生
の
全
体
性
〉
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
彼
が
〈
無
宗
教
的
〉
と
表
現
す
る
こ
と

に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
後
に
よ
り
詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
彼
に
と
っ
て
〈
宗
教
〉
は
、
つ
ね
に
〈
部
分
的
〉
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
誤
っ
た
〈
こ
の
世
〉
理
解
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
成
人
し
た
世
界
〉
と
は
、〈
宗
教
の
時
代
〉
は
過
ぎ
去
り
、
完
全
に
〈
無
宗
教
の
時

代
〉
に
向
か
っ
て
進
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
精
神
史
的
・
文
化
史
的
分
析
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
彼
の
〈
無
宗
教
性
〉
と
い

う
テ
ー
ゼ
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
〈
世
俗
化
〉
の
議
論
に
お
い
て
、
英
語
圏
を
中
心
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
九
七

〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
こ
う
し
た
熱
狂
的
な
ム
ー
ド
が
退
潮
に
な
る
と
、
彼
の
テ
ー
ゼ
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
新
宗
教
の
流
行
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
時
代
診
断
の
錯
誤
を
証
明
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
、
正
鵠
を
射
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
で
し
ょ
う
。
確
か
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
そ
の
著
作
や
書
簡

の
な
か
で
〈
宗
教
〉
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
を
与
え
て
お
ら
ず
、
多
様
な
宗
教
現
象
に
関
す
る
詳
細
の
評
価
を
欠
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
え
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
今
日
に
い
た
っ
て
も
、
彼
の
〈
宗
教
〉
概
念
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
聞
か
れ
ま
す
。
し
か
し
な
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

が
ら
、
彼
の
宗
教
批
判
が
、
宗
教
学
や
宗
教
史
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
宗
教
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
明

ら
か
で
す
。
彼
は
『
獄
中
書
簡
集
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
の
一
九
〇
〇
年
に
渡
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
と
神
学
の
全
体
は
、
人
間
の
〈
宗
教
的
先ア

プ
リ
オ
リ

験
性
〉
の
上
に
築
か
れ
て
い

る
。〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
は
つ
ね
に
〈
宗
教
〉
の
ひ
と
つ
の
か
た
ち
（
恐
ら
く
は
真
の
か
た
ち
）
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
こ

の
〈
先
験
性
〉
な
る
も
の
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
人
間
の
歴
史
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
、
過
ぎ
ゆ
く
ひ
と
つ
の
表
現
形
式

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
る
み
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
が
じ
つ
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
無
宗
教
に
な
る
時
、（･･････

）
そ
れ
は

〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
」（
一
九
四
四
年
四
月
三
〇
日
）（D

BW
 8, 403

）。

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
宗
教
は
、〈
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
、
過
ぎ
ゆ
く
表
現
形
式
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
〉
と

い
う
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
〈
西
洋
的
形
態
〉
あ
る
い
は
〈
衣
服
〉
と
も
言
い
表
さ
れ
、〈
宗
教
的
先
験

性
〉
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
て
き
た
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
〈
覆
い
〉
の
よ
う
な
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。
よ
う
す
る
に
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト

教
は
全
歴
史
に
お
い
て
、
時
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
で
装
う
衣
服
の
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
〈
宗
教
〉
で
あ
っ
た
、
と
言
う
の
で

す
。こ

の
〈
宗
教
〉
と
い
う
言
葉
は
、
初
期
の
弁
証
法
神
学
に
お
い
て
は
、
否
定
的
な
概
念
と
し
て
登
場
し
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

の
宗
教
批
判
も
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』（
一
九
一
九
年
初
版
／
一
九
二
二
年
第
二
版
）
か
ら
刺
激
を
受
け
て
始
ま
り

ま
し
た
。
バ
ル
ト
の
宗
教
批
判
は
、
と
く
に
一
九
世
紀
の
近
代
社
会
に
埋
没
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
、
そ
の
神
学
で
あ
る
自
由
主
義
神
学
に

た
い
す
る
徹
底
的
な
批
判
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
森
野
善
右
衛
門
の
理
解
に
従
っ
て
述
べ
る
と）99
（

、
バ
ル
ト
は
そ
こ
で
〈
宗
教
〉
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と
〈
信
仰
〉
と
を
峻
別
し
、〈
宗
教
〉
は
人
間
の
〈
わ
ざ
〉
で
あ
る
が
、〈
信
仰
〉
は
ひ
と
つ
の
〈
空
洞
〉
で
あ
り
、
自
分
を
空
し
く
し
て

神
の
言
葉
を
受
け
る
こ
と
だ
と
さ
れ
ま
す
。
よ
う
す
る
に
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
信
仰
と
は
、
自
分
自
身
が
神
の
前
に
無
に
な
る
こ
と
で
あ

る
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
宗
教
は
、
神
へ
の
道
を
求
め
る
人
間
の
自
助
努
力
で
あ
り
、
自
己
救
済
の
試
み
、
ひ
い
て
は
不
信
仰

を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
使
徒
パ
ウ
ロ
の
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
』
に
お
け
る
〈
自
己
義
認
と
し
て
の
律
法
〉
の
同
義
語
で
、〈
啓
示
〉

な
い
し
〈
福
音
〉
の
対
立
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。
宗
教
に
お
い
て
は
、
人
間
が
神
と
な
り
、
神
が
人
間
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間

が
神
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
し
、
永
遠
と
人
間
が
取
り
違
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
宗
教
は
、
バ
ル
ト
が
そ
の
著
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
の
第

七
章
七
節
後
半
の
解
釈
に
お
い
て
解
き
明
か
す
よ
う
に
、「
人
間
の
奴
隷
的
反
乱
」
だ
と
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
バ
ル
ト
の
考
え
に
影
響
を
受
け
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
宗
教
批
判
は
始
ま
り
ま
す
が
、
彼
の
批
判
的
な
宗
教
分
析
は
、
西
洋

的
に
刻
印
さ
れ
た
特
定
の
〈
宗
教
〉
の
衣
を
ま
と
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。
バ
ル
ト
に
お
け
る
宗
教
批
判
は

―
じ
っ
さ
い
に
は
、
一
九
世
紀
の
神
学
が
念
頭
に
お
か
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が

―
他
の
宗
教
も
一
括
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
他
宗
教
と
の
対
話
が
見
出
せ
な
い
と
の
批
判
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
た
い
し

て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
宗
教
批
判
は
、
西
洋
的
キ
リ
ス
ト
教
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
ま
た
初
期
の
段
階
に

お
い
て
す
で
に
、
彼
は
独
自
の
道
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
ま
し
た
。
一
九
三
一
年
の
著
『
行
為
と
存
在
』
に
お
い
て
バ
ル
ト
神
学
が

未
解
決
に
し
て
い
た
問
題
に
目
を
向
け
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
人
間
の
宗
教
的
な
行
為
と
神
の
信
仰
の
行
為
が
、
二
つ
の
本
質
的
に
異
な
る
領
域
に
分
離
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
、
あ
る
い
は

神
の
主
体
性
か
人
間
の
実
存
の
驚
愕
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
破
棄
す
る
こ
と
な
し
に
、
い
か
に
し
て
考
え
ら
れ
う
る
か
は
、（
バ
ル

ト
に
お
い
て
も
）
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
」（D

BW
 2, 88

）。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

Ｅ
・
フ
ァ
イ
ル
の
理
解
に
よ
れ
ば）100
（

、
こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
改
革
派
の
教
え
に
従
っ
た
「
有
限
は
無
限
を
容
れ
え
な
い
」
と
い

う
定
式
に
基
づ
く
バ
ル
ト
の
弁
証
法
神
学
に
見
ら
れ
る
二
元
主
義
に
問
題
を
見
出
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、〈
神
の
彼
岸
性
〉

を
強
調
す
る
の
は
よ
い
が
、
そ
の
た
め
に
啓
示
が
、
し
た
が
っ
て
信
仰
そ
れ
自
体
が
超
越
的
な
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

無
世
界
的
・
無
歴
史
的
な
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、

絶
対
他
者
で
あ
る
神
が
こ
の
世
の
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
到
達
す
る
こ
と
が
、
関
心
の
中
心
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

二　
〈
宗
教
〉
の
標
識

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
著
作
の
な
か
で
〈
宗
教
〉
は
、
ど
こ
に
も
明
確
な
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
な
が
ら
、
と
く
に
重
要
な
宗
教
の
特
徴
と
し
て
、〈
形
而
上
学
〉〈
個
人
主
義
〉〈
内
面
性
〉〈
部
分
性
〉（Partialität

）
と
い
っ
た
四

つ
の
標
識
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
〈
形
而
上
学
〉
は
、
神
の
超
越
性
を
空
間
的
な
〈
彼
岸
性
〉
に
お
い
て
捉
え
、
彼
岸
と
此
岸
と
い
う
二
つ
の
領
域
を
静
態
的
に
固

定
化
す
る
傾
向
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
純
粋
に
こ
の
世
の
彼
岸
に
あ
る
救
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
宗
教
的
だ

と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
そ
こ
か
ら
、
こ
の
世
を
無
視
し
て
個
人
の
魂
の
救
い
に
目
を
向
け
る
と
い
う
〈
個
人
主
義
〉
と
も
連
動
し
て
い
ま

す
。
宗
教
の
領
域
と
し
て
〈
内
面
性
〉
を
分
離
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
こ
の
世
を
抜
き
に
し
て
主
体
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
宗
教
的
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、〈
部
分
性
〉
は
、
生
の
領
域
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
隔
離
さ
れ
た
領
域
と
な
り
、
生
の
一
部

分
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
宗
教
的
だ
と
言
い
ま
す
。

こ
う
し
た
〈
宗
教
〉
に
お
い
て
、
神
は
、
自
律
運
動
の
進
む
世
界
の
な
か
で
徐
々
に
居
場
所
を
失
っ
て
い
き
、
生
の
い
ま
だ
解
明
さ
れ

て
い
な
い
領
域
に
お
い
て
の
み
、〈
埋
草
の
神
〉（D

BW
 8, 454f., 557

）・〈
機
械
仕
掛
け
の
神
〉（D

BW
 8, 407, 503, 534

）・〈
作
業
仮
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説
と
し
て
の
神
〉（D

BW
 8, 476, 532f., 557

）
と
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
っ
て
い
る
か
に
見
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
〈
宗
教
の
神
〉

は
、「
絶
対
的
な
も
の
・
形
而
上
的
な
も
の
・
無
限
な
も
の
（･･････

）
と
い
っ
た
概
念
形
態
を
と
っ
た
」（D

BW
 8, 559

）
も
の
で
あ

り
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
〈
無
限
な
も
の
〉
と
い
う
概

念
形
態
を
と
っ
た
神
は
、
こ
の
世
の
、
人
間
の
、
ま
た
そ
の
認
識
の
限
界
に
お
い
て
呼
び
出
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
反
対
極

に
位
置
し
、
わ
れ
わ
れ
が
依
存
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
、
考
え
う
る
限
り
〈
最
高
・
最
強
・
最
善
〉
の
実
体
を
備
え
、
ま
だ
自

立
し
て
い
な
い
人
間
の
〈
後
見
〉
の
役
割
を
演
じ
て
き
ま
し
た
。
言
う
な
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
批
判
し
た
、〈
最
高
存
在
〉
あ

る
い
は
〈
最
高
価
値
〉
と
し
て
措
定
さ
れ
た
、
形
而
上
学
的
存
在
者
と
し
て
の
〈
神
〉
と
通
じ
る
で
し
ょ
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、

〈
神
〉
が
、
人
間
の
無
限
の
類
的
本
質
が
人
間
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
の
外
に
投
影
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
見
て
取

り
、「
神
学
の
秘
密
は
人
間
学
で
あ
る
」（『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』）
と
暴
露
し
た
の
で
し
た
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
宗
教
性
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
誤
っ
た
〈
こ
の
世
〉
理
解
、
あ
る
い
は
〈
こ
の

世
〉
に
た
い
す
る
関
わ
り
の
喪
失
を
意
味
し
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て
〈
宗
教
〉
は
、
た
だ
人
間
生
活
の
一
部
の
機
能
に
の
み
関
わ
る
も
の

に
過
ぎ
ず
、
特
殊
領
域
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
世
の
只
中
に
あ
る
生
き
た
力
で
は
な
い
の
で
す
。

三　

非
宗
教
的
解
釈
（nicht-religiöse Interpretation

）

そ
の
よ
う
に
抽
象
化
さ
れ
た
〈
宗
教
〉
な
し
に
、
い
か
に
し
て
〈
こ
の
世
的
〉
に
〈
神
〉
に
つ
い
て
語
り
う
る
の
か
。
そ
う
し
た
問
い

に
捉
え
ら
れ
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
聖
書
概
念
の
〈
非
宗
教
的
解
釈
〉
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
始
め
て
い
ま
し
た
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

「
キ
リ
ス
ト
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
無
宗
教
者
に
と
っ
て
も
主
と
な
り
う
る
の
か
。
無
宗
教
的
な
キ
リ
ス
ト
者
は
存
在
す
る
の
か
。

宗
教
が
キ
リ
ス
ト
教
の
ひ
と
つ
の
衣
服
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば

―
そ
し
て
こ
の
衣
服
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
非
常
に
多
様
な
外

見
を
呈
し
て
き
た
の
だ
が

―
、
そ
う
す
る
と
、
無
宗
教
的
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。（･･････

）
答
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
問
い
は
、
や
は
り
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
無
宗
教
の
世
界
に
お
い
て
、
教
会
・
信
仰
共
同
体
・
説

教
・
礼
典
・
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
と
い
っ
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
に
つ
い
て
語
る

の
か
。

―
宗
教
な
し
に
、
す
な
わ
ち
、
形
而
上
学
や
内
面
性
等
々
の
時
代
に
制
約
さ
れ
た
諸
前
提
な
し
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
（･･････
）〈
こ
の
世
的
に
〉〈
神
〉
に
つ
い
て
語
る
の
か
」（
一
九
四
四
年
四
月
三
〇
日
）（D

BW
 8, 404f.

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
非
宗
教
解
釈
〉
は
、
イ
エ
ス
の
福
音
の
た
め
に
宗
教
の
〈
形
而
上
学
的
〉
な
誤
っ
た
理
解
を
用
い
る
こ
と
を
拒

否
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
や
ブ
ル
ト
マ
ン
と
接
近
し
て
い
ま
す
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
〈
超
自
然
的
〉（supranatural

）
な
、

ブ
ル
ト
マ
ン
は
〈
神
話
論
的
〉（m

ythologisch
）
な
、
そ
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
〈
宗
教
的
〉（religiös

）
な
衣
服
、
す
な
わ
ち
時
代

の
制
約
を
受
け
た
神
の
対
象
化
か
ら
、
神
の
た
め
に
、
福
音
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。

ま
た
ベ
ー
ト
ゲ
に
よ
れ
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
教
義
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
産
物
に
動

き
を
与
え
る
こ
と
、〈
有
神
論
〉
を
討
論
に
付
す
こ
と
、
そ
し
て
〈
無
神
論
〉
と
新
た
な
対
話
を
開
く
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
す
で
に
認
識
論
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
発
問
と
、
実
存
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
主
意
主
義
的
な
諸
要
素
と

が
、
強
く
共
鳴
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
い
ま
す
（D

B, 980

）。
す
で
に
彼
は
そ
の
初
期
に
お
い
て
、『
聖
徒
の
交

わ
り
』
の
な
か
で
「
倫
理
的
な
超
越
性
」（D

BW
 1, 31

）
に
た
い
す
る
関
心
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
晩
期
に
も
継
続
し
て
い
ま
す
。

彼
は
『
獄
中
書
簡
集
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
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「
彼
岸
で
は
な
く
、
こ
の
世
が
、
そ
れ
が
い
か
に
創
造
さ
れ
、
保
持
さ
れ
、
律
法
に
捉
え
ら
れ
、
和
解
さ
れ
、
新
し
く
さ
れ
る
か

が
、
や
は
り
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
を
超
え
出
る
も
の
が
、
福
音
に
お
い
て
こ
の
世
界
の
た
め
に

0

0

0

0

、
こ
こ
に
、
存
在
す
る
の
で

あ
る
」（
一
九
四
四
年
五
月
五
日
）（
傍
点
原
著
）（D

BW
 8, 415

）。

ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、〈
無
宗
教
的
〉・〈
こ
の
世
的
〉
と
い
う
表
現
に
加
え
て
、〈
旧
約
聖
書
的
〉
と
い
う
言
葉
を
同
義
的
に
用
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
同
じ
日
付
の
手
紙
の
な
か
で
、〈
非
宗
教
的
解
釈
〉（
こ
の
世
的
解
釈
）
に
つ
い
て
思
索
し
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

「
僕
は
目
下
の
と
こ
ろ
、
悔
改
め
・
信
仰
・
義
認
・
再
生
・
聖
化
と
い
っ
た
諸
概
念
が
〈
こ
の
世
的
に
〉

―
旧
約
聖
書
的

0

0

0

0

0

な
意
味

な
い
し
ヨ
ハ
ネ
一
章
一
四
節
の
意
味
で

―
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
直
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 

8, 416

）。

獄
中
に
お
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
旧
約
聖
書
を
い
っ
そ
う
読
む
よ
う
に
な
り
、
旧
約
聖
書
的
な
考
え
方
を
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た

と
感
じ
て
い
ま
し
た
（D

BW
 8, 226

）。
ま
た
当
時
は
、
教
会
闘
争
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
旧
約
聖
書
へ
の
攻
撃
と
キ
リ
ス
ト
教
の

〈
脱
ユ
ダ
ヤ
化
〉
に
対
抗
す
る
な
か
で
、
よ
り
旧
約
聖
書
の
認
識
が
深
ま
っ
て
い
き
、
旧
約
聖
書
が
教
会
の
書
と
し
て
再
発
見
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
も
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

同
じ
書
簡
の
な
か
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
う
も
述
べ
て
い
ま
す
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

「
そ
も
そ
も
旧
約
聖
書
に
は
、
魂
の
救
い
に
た
い
す
る
問
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
地
上
に
お
け
る
神
の
義
と
神
の
国
こ
そ
が
い
っ
さ

い
の
中
心
点
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
」（D

BW
 8, 415

）。

こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
旧
約
聖
書
に
お
い
て
は
、
神
が
こ
の
世
に
関
わ
っ
て
き
て
歴
史
的
救
済
が
問
題
に
な
る
こ
と
を
、
見
て

取
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
旧
約
聖
書
に
お
い
て
は
、〈
彼
岸
〉
や
〈
個
人
主
義
的
〉
な
魂
の
救
済
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、〈
無
宗
教
的
〉・〈
こ
の
世
的
〉
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、「
ヨ
ハ
ネ
第
一
章
一
四
節
の
意
味
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
聖
句
が
「
言
は
肉
と
な
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
」

と
告
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
こ
の
世
に
到
来
し

0

0

0

0

0

0

0

、
受
肉
し
、
此
岸
の
人
間
た
ち
の
た
め
に
生
き
、
十
字

架
に
死
し
、
復
活
し
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、〈
無
宗
教
的
・
こ
の
世
的
・
旧
約
聖
書
的
解
釈
〉
と

い
う
の
は
、〈
成
人
し
た
世
界
〉
を
キ
リ
ス
ト
論
的
に
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
非
宗
教
的
解
釈
〉
は
、
聖
書
的
信
仰
を
、
現
代
の
非
宗
教
的
な
人
間
に
た
い
し
て
、
宗
教
を
前
提
と
し
な
い
か

た
ち
で
近
づ
き
う
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
限
り
で
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
〈
非
神
話
化
〉
の
テ
ー
ゼ
に
近
い

側
面
が
あ
り
ま
す
。
彼
が
提
案
し
た
の
は
、
新
約
聖
書
の
叙
述
が
前
提
に
し
て
い
る
世
界
像
を
、
も
は
や
現
代
人
に
は
受
け
い
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
排
除
し
、
新
約
聖
書
の
中
核
に
あ
る
ケ
リ
ュ
グ
マ
を
実
存
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
人
に
理
解

可
能
な
語
り
か
け
と
し
て
取
り
出
す
、
と
い
う
聖
書
解
釈
の
方
法
論
で
し
た
。
そ
れ
が
古
代
の
神
話
論
的
な
世
界
像
を
用
い
ず
に
現
代
の

人
間
に
近
づ
く
道
を
開
こ
う
と
摸
索
し
た
点
で
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
接
近
す
る
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
彼
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
〈
非
神
話
化
〉
は
「
自
由
主
義
神
学
的
な
還
元
法
に
陥
っ
て
い
る
」（D

BW
 8, 482

）
と
批
判
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
〈
神
話
論
的
な
〉
諸
要
素
は
取
り
の
ぞ
か
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
本
質
に
還
元
さ
れ
て
い
る
」
と
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見
な
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「〈
神
話
論
的
な
〉
諸
概
念
を
も
含
め
て
、
ま
る
ご
と
内
容
が
そ
の
ま
ま
存
続
せ
ね
ば
な
ら
な
い

―
新
約
聖
書
は
、
あ
る
一
般
的

な
本
質
が
神
話
論
的
な
衣
服
を
ま
と
っ
た
も
の
で
は
な
い
！　

む
し
ろ
、
こ
の
神
話
論
（
復
活
な
ど
）
が
事
柄
そ
れ
自
体
な
の
だ
！

―
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
は
、
い
ま
や
信
仰
の
条
件
と
し
て
宗
教
を
（
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
〈
割ペ

リ
ト
メ
ー礼
〉
を
参
照
せ
よ
！
）
前
提

と
し
な
い
よ
う
な
や
り
方
で
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
九
四
四
年
六
月
八
日
）（D

BW
 8, 482

）。

こ
の
よ
う
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
は
福
音
が
神
話
論
的
な
衣
服
と
普
遍
的
か
つ
無
時
間
的
な
真
理
と
い
う
二
つ

の
部
分
に
分
け
て
考
え
ら
れ
、
こ
の
無
時
間
的
な
〈
中
核
〉
の
み
が
現
代
の
人
間
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
た
の

で
す
。
ブ
ル
ト
マ
ン
が
そ
う
し
た
分
割
を
意
図
し
て
還
元
に
陥
っ
て
い
る
と
す
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
批
判
に
た
い
し
て
は
異
論
も
あ
り
ま

す
が
、
こ
こ
で
こ
れ
以
上
は
取
り
上
げ
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
彼
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
聖
書
解
釈
に
危
険
を
見
て
、
福
音
を
切
り
詰
め
る

こ
と
な
く
、
神
や
奇
跡
と
い
っ
た
概
念
を
〈
非
宗
教
的
に
〉
解
釈
し
て
宣
べ
伝
え
る
必
要
性
を
説
い
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
す
。

こ
う
し
た
ブ
ル
ト
マ
ン
の
テ
ー
ゼ
に
た
い
し
て
、「
こ
の
神
話
論
（
復
活
な
ど
）
が
事
柄
そ
れ
自
体
」
だ
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
強
調

し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
〈
復
活
〉
に
お
い
て
は
、
人
間
が
実
存
論
的
に
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
普
遍
的
真
理
に
と
っ
て
の
取
り
替

え
可
能
な
衣
服
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
い
か
な
る
も
の
と
も
交
換
不
可
能
な
、
決
定
的
な
出
来
事
と
事
実
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、「（
ブ
ル
ト
マ
ン
も
言
う
よ
う
に
）
わ
れ
わ
れ
は
神
と
奇
跡
と
を
互
い
に
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
つ
と
も

0

0

0

0

〈
非
宗
教

的
〉
に
解
釈
し
て
宣
べ
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
九
四
四
年
五
月
五
日
）（
傍
点
原
著
）（D

BW
 8, 414

）
と
も
述

べ
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
、
福
音
が
部
分
的
な
も
の
、
つ
ま
り
〈
宗
教
〉
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
、
福
音
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

の
〈
本
質
〉
に
た
い
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
分
か
た
れ
な
い
福
音
全
体
に
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
Ｅ
・
フ
ァ
イ
ル
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
そ
の
実
存
的
解
釈
に
お
い
て
、「
信
仰
を
純
粋
に
主
体
に
関
係
づ
け
て

内
面
化
し
、
そ
の
際
に
世
界
と
そ
の
歴
史
に
た
い
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
関
連
を
十
分
に
は
確
保
し
な
か
っ
た
」）101
（

こ
と
に
問
題
を
見
て

い
ま
す
。
実
存
的
解
釈
に
は
こ
う
し
た
制
約
が
あ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
こ
の
世
と
の
葛
藤
を
、〈
こ
の
世
か
ら
押
し
退
け
る
〉

と
い
う
縮
小
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
世
界
か
ら
の
逃
避
と
な
る
こ
と
が
、
危
惧
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
お
そ
ら
く
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、

信
仰
の
全
体
を
〈
こ
の
世
的
〉
に
解
釈
す
る
際
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
解
釈
に
不
足
を
感
じ
た
た
め
、

―
た
い
て
い
の
人
が
そ
う
考
え
る
よ

う
に

―
ブ
ル
ト
マ
ン
の
テ
ー
ゼ
が
「
行
き
過
ぎ
て
」
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
足
り
な
さ
過
ぎ
る
」（D

BW
 8, 414

）
と
述
べ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
の
引
用
で
「
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
割
礼
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
の
〈
割
礼
〉
と
い
う
の
は
、
宗
教
的
・

神
学
的
な
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
使
徒
パ
ウ
ロ
の
時
代
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
か
ら
は
、
救
い
の
た
め

の
不
可
欠
な
前
提
条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
パ
ウ
ロ
は
、
信
仰
に
よ
り
聖
霊
を
受
け
て
神
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
、〈
霊
〉

に
よ
っ
て
心
に
割
礼
を
施
さ
れ
る
こ
と
だ
と
述
べ
（
ロ
マ 
二
章
二
九
節
）、
狭
義
に
お
け
る
割
礼
を
無
条
件
的
な
神
の
恵
み
に
と
っ
て
は

不
要
な
も
の
だ
と
説
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
前
提
条
件
〉
と
し
て
の
割
礼
を
〈
宗

教
〉
と
い
う
名
の
下
に
一
括
り
に
し
て
、
否
定
し
た
の
で
し
た
。

四　

啓
示
実
証
主
義
（O

ffenbarungspositivism
us

）

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
並
べ
て
、
バ
ル
ト
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
述
べ
て
い
ま
す
。
彼
は
ベ
ー
ト
ゲ
に
宛
て
て
は
じ
め
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て
〈
新
し
い
神
学
〉
に
つ
い
て
口
に
し
た
手
紙
の
な
か
で
、
バ
ル
ト
を
〈
無
宗
教
的
キ
リ
ス
ト
教
〉
の
方
向
で
考
え
始
め
た
先
駆
者
と

し
て
評
価
し
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
ト
の
〈
偉
大
な
功
績
〉
は
、
自
由
主
義
神
学
の
影
響
下
に
あ
る

宗
教
的
試
み
が
、
す
べ
て
こ
の
世
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
対
向
し
て
、
宗
教
の
た
め
の
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を

認
識
し
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
試
み
に
た
い
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
を
指
し
示
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
（D

BW
 8, 480

）。

し
か
し
バ
ル
ト
は
そ
の
後
、
こ
の
神
学
を
徹
底
し
て
考
え
ぬ
く
こ
と
も
具
体
的
な
道
案
内
を
与
え
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す

（D
BW

 8, 481
）。
そ
れ
で
結
局
の
と
こ
ろ
、「
本
質
的
に
は
復
古
に
と
ど
ま
っ
た
〈
啓
示
実
証
主
義
〉」
と
な
り
（D

BW
 8, 404

）、
そ
れ

を
「〈
宗
教
〉
の
代
わ
り
に
」
持
っ
て
き
た
（D

BW
 8, 415

）、
と
批
判
し
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
〈
実
証
主
義
〉
は
、
知
識
の
対
象
を
経
験
的
事
実
に
限
定
し
、
そ
の
背
後
に
超
越
的
実
在
を
認
め
ず
、
超
越
的
思
弁
を
排
除

す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
用
い
た
〈
啓
示
実
証
主
義
〉
と
い
う
言
葉
も
同
様
の
意
味
を
含
み
、
所
与
の
事

実
と
し
て
の
啓
示
内
容
の
自
明
性
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
理
解
で
き
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
処
女
降
誕
に
せ
よ

三
位
一
体
に
せ
よ
何
で
あ
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
そ
の
ま
ま
全
体
と
し
て
呑
み
下
す
よ
う
要
求
さ
れ
、
け
っ
し
て
聖
書
的
と
は
言

え
ま
せ
ん
（D

BW
 8, 415

）。
つ
ま
る
と
こ
ろ
啓
示
実
証
主
義
は
、「
信
仰
の
律
法
を
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
贈
物

と
な
っ
た
も
の

―
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
に
よ
っ
て
！

―
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」（D

BW
 8, 416

）、〈
非
宗
教
的
解
釈
〉
の
問
題

を
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
片
づ
け
て
し
ま
う
、
と
言
い
ま
す
。　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
〈
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
〉
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
一
貫
し

て
、
堕
罪
を
重
く
受
け
と
め
ず
〈
創
造
〉
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
神
学
に
反
対
し
、
と
く
に
〈
十
字
架
〉
に
力
点
を
置
い
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
第
三
期
に
入
る
と
、〈
受
肉
〉
へ
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
堕
罪
以
後
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
へ
と
向
け

ら
れ
た
〈
自
然
な
る
も
の
〉）102
（

に
た
い
す
る
積
極
的
な
見
方
も
ま
た
強
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

話
を
も
ど
す
と
、
も
ち
ろ
ん
、
先
に
あ
げ
た
バ
ル
ト
に
た
い
す
る
批
判
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
と
言
え
ば
、
異
論
も
あ
り
ま
す
。

じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
、
一
九
六
一
年
に
バ
ル
ト
自
身
が
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
る
批
判
を
ほ
の
め
か
し
て
、
例
え
ば
処
女
降
誕
に
つ
い

て
、「
私
は
、（･･････

）『
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
鳥
よ
、
喰
え
、
さ
も
な
く
ば
死
ね
！
』、
な
ど
と
言
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（･･････

）
そ
れ
に
た
い
し
て
も
〈
然
り
〉
と
い
う
自
由
を
も
っ
て
い
る
、
と
言
う
で
し
ょ
う
」）

103
（

、
と
や
わ
ら
か
に
異
議
を
唱
え
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
の
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
発
言
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
両
者
の
間
に
大
き
な
断
絶
を
見
る
こ
と
に
は
、
慎
重
を
要
す
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、
告
白
教
会
の
啓
示
実
証
主
義
に
も
批
判
を
向
け
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
告
白
教
会
は
、
バ
ル
ト
が
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
に
お
い
て
宗
教
批
判
の
口
火
を
切
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
、「〔
啓

示
〕
実
証
主
義
か
ら
保
守
主
義
的
復
古
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
」（
一
九
四
四
年
六
月
八
日
付
書
簡
）（D

BW
 8, 481

）
と
批
判
し
て

い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
告
白
教
会
の
意
味
は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
偉
大
な
諸
概
念
を
保
持
し
続
け
て

い
る
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
点
に
お
い
て
、
彼
の
目
に
告
白
教
会
は
、
し
だ
い
に
ほ
と
ん
ど
力
を
使
い
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
映
っ

て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
教
会
闘
争
に
お
い
て
看
守
さ
れ
た
告
白
教
会
の
自
己
保
身
的
な
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
の
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
、「
あ
る
書
物
の
草
稿
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
告
白
教
会
の
な
か
で
概
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
教
会
の
〈
事ザ

ッ
へ柄
〉
等
々
は
弁
護
す
る
が
、
個
人
的
〔
人
格
的
〕
な
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
は
乏
し
い
。（･･････

）
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
自
己
防
衛
を
事
と
す
る
教
会
だ
と
い
う
こ
と
。
他
者
の
た
め
の
冒

険
は
何
ひ
と
つ
し
よ
う
と
し
な
い
」（D

BW
 8, 557f.

）。

こ
こ
の
〈
他
者
の
た
め
の
冒
険
〉
に
は
、
眼
前
の
問
題
と
し
て
、〈
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
の
冒
険
〉
が
含
ま
れ
て
い
た
と
想
像
す
る
こ
と
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は
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
生
涯
最
後
の
時
間
に
、
力
を
尽
く
し
て
〈
無
宗
教
的
・
こ
の
世
的
〉
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い

て
思
索
し
た
の
も
、
所
与
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
他
者
の
苦
し
み
を
共
に
背
負
お
う
と
い
う
こ
と
が
起
ら
な
い
と
い
う
現
実
が
深

く
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
は
、〈
宗
教
の
最
後
の
試
み
〉
と
し
て
の
二
つ
の
潮
流
、
つ
ま
り
〈
内
面
性
〉
を
重
視
す
る
〈
敬
虔
主
義
〉

も
、
成
人
し
つ
つ
あ
る
こ
の
世
と
協
調
し
て
い
こ
う
と
す
る
〈
自
由
主
義
神
学
〉
も

―
そ
の
試
み
が
、
時
計
を
も
は
や
逆
戻
し
に
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
点
は
、
積
極
的
に
評
価
し
て
い
ま
す
が

―
、
信
仰
を
生
の
部
分
的
な
保
護
領
域
に
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、〈
宗
教
〉
に
代
わ
っ
て
立
っ
た
〈
告
白
教
会
〉
も
、
い
ま
や
〈
啓
示
実
証
主
義
〉
か
ら
〈
保
守
主
義
的
復
古
主
義
〉
に

陥
っ
て
し
ま
い
、
た
ん
な
る
自
己
保
身
に
と
ど
ま
り
、
他
者
の
た
め
の
冒
険
を
い
っ
さ
い
し
よ
う
と
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
実
を
真
摯

に
受
け
と
め
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
無
宗
教
的
キ
リ
ス
ト
教
や
非
宗
教
的
解
釈
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
〈
世
俗
化
の
神
学
〉
や
〈
神
の
死
の
神
学
〉
の
文
脈
に
お
け
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
解
釈
は
、
は
た
し

て
彼
を
強
く
捉
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
問
題
意
識
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
疑
問
が
頭
を
も
た
げ
ま
す
。

確
か
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
〈
非
宗
教
的
解
釈
〉
は
ま
だ
十
分
に
は
展
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
自
身
、「
僕
に
は
、
す
で
に
解
決
す
る

こ
と
が
で
き
た
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
多
く
の
課
題
が
見
え
て
い
る
」（
一
九
四
四
年
七
月
一
六
日
）（D

BW
 8, 528

）
と
語
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
そ
こ
で
示
さ
れ
た
基
本
と
な
る
問
題
意
識
に
つ
い
て
は
明
白
で
す
。
そ
れ
は
、
神
が
生
の
真
っ
只
中
で
現
実
的
に
見
出
さ

れ
、
真
に
〈
こ
の
世
的
〉
に
経
験
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
宮
田
光
雄
も
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
〈
宗

教
〉
は
、〈
現
実
性
〉
と
〈
こ
の
世
〉
と
の
関
わ
り
を
失
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
倒
錯
状
態
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん）104
（

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

彼
の
宗
教
批
判
は
、
明
ら
か
に
歴
史
的
、
す
な
わ
ち
社
会
的
な
性
格
を
含
む
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ベ
ー
ト
ゲ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、〈
解
釈

学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
〉
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
〈
倫
理
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
〉
に
属
し
、「
教
会
と
そ
の
既
存
の
か
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

悔
改
め
の
呼
び
か
け
」（D

B, 987

）
だ
と
言
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
は
、
聖
書
的
概
念
を
個
別
に
〈
非
宗
教
的
〉
に
解
釈
し
て
ゆ
く
時
間
は
、
も
は
や
残
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
非
宗
教
的
に
語
る
た
め
の
道
す
じ
は
、
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
彼
は
一
九
四
四
年

五
月
に
ベ
ー
ト
ゲ
の
子
供
の
「
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
リ
ュ
ー
デ
ィ
ガ
ー
・
ベ
ー
ト
ゲ
の
洗
礼
の
日
に
際
し
て
」
記
し
た
長

い
手
紙
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

「
和
解
や
秘
蹟
と
は
何
か
、
新
生
や
聖
霊
と
は
何
か
、
敵
を
愛
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
十
字
架
と
復
活
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る

生
や
キ
リ
ス
ト
へ
の
服
従
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
ら
す
べ
て
は
と
て
も
重
く
、
ま
た
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
わ

れ
わ
れ
は
も
う
ほ
と
ん
ど
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
え
て
語
ろ
う
と
し
な
い
。
伝
え
ら
れ
て
き
た
言
葉
や
行
為
の
な
か
に
、
ま
だ
そ

れ
を
理
解
し
た
り
言
い
表
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
何
か
ま
っ
た
く
新
し
い
、
革
命
的
な
こ
と
を
感

じ
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
罪
責
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
年
月
の
間
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
自
己
目
的
で
あ
る
か
の
よ

う
に
、
た
だ
自
己
保
存
の
た
め
に
だ
け
闘
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
の
教
会
は
、
人
び
と
の
た
め
、
世
界
の
た
め
の
和
解
と
救
い
の
言
葉

の
担
い
手
で
あ
る
力
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
の
言
葉
は
無
力
に
な
り
、
口
が
利
け
な
い
よ
う
な
状
態
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
今
日
で
は
た
だ
二
つ
の
こ
と
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
祈
る
こ
と
と
、
人
び
と
の
間

で
正
義
を
行
う
こ
と
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
の
事
柄
に
お
け
る
思
考
・
言
辞
・
組
織
は
す
べ
て
、
こ
の
祈
る
こ
と
と
正
義
を
行
う
こ
と
か

ら
新
し
く
生
ま
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

BW
 8, 435f.

）。

自
己
保
身
に
と
ど
ま
る
教
会
の
言
葉
は
、
い
ま
や
生
き
た
力
を
失
い
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
語
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
ま
っ
た
く
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の
零ゼ

ロ

地
点
に
戻
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
や
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
も
、
同
様
の
問
題
意
識
が
あ
っ
た
で
し
ょ

う
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
何
か
新
し
い
、
革
新
的
な
こ
と
を
感
じ
と
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
従
来
の
神
学
の
用
語
で
は
お

さ
ま
り
き
ら
な
い
、
ま
だ
言
葉
と
し
て
生
ま
れ
出
て
い
な
い
も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
無
理
に
〈
敬
虔
〉
に
装
わ
れ
た
〈
宗
教
〉
の

言
葉
で
語
る
こ
と
よ
り
も
、〈
新
し
い
言
葉
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
そ
の
日
ま
で
、
あ
え
て
沈
黙
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
相
応
し
い
態
度
で

あ
る
と
考
え
た
の
で
し
た
。
い
ま
や
言
葉
は
す
べ
て
、
た
だ
二
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
祈
る
こ
と
〉
と
〈
正
義
を
行
う
こ
と
〉
に
お
い

て
の
み
、
新
し
く
生
ま
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
の
二
つ
の
こ
と
、〈
祈
る
こ
と
〉
と
〈
正
義
を
行
う
こ
と
〉
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
不
可
分
に
し
て
ひ
と
つ
の
事
柄
で
す
。

そ
れ
は
、
イ
エ
ス
に
た
い
す
る
〈
服
従
〉
の
な
か
で
の
祈
り
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
で
に
彼
は
『
服
従
』
の
な
か
で
、
祈
り
は
神

に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
を
仲
保
と
し
て
神
に
聞
き
届
け
ら
れ
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

「
服
従
に
お
い
て
イ
エ
ス
に
固
着
し
て
い
る
者
こ
そ
、
イ
エ
ス
を
通
し
て
父
の
み
も
と
に
い
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
正
し
い
祈
り

は
、
い
ず
れ
も
仲
介
さ
れ
た
祈
り
で
あ
る
」（D

BW
 4, 157

）。

イ
エ
ス
の
招
き
に
応
じ
、
彼
の
後
ろ
を
一
歩
も
遅
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
先
ん
ず
る
こ
と
な
く
、
た
だ
彼
の
背
中
だ
け
を
見
て
従
い

ゆ
く
も
の
だ
け
が
、
本
当
に
祈
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
彼
は
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
述
べ
る
〈
祈
る
こ
と
〉

と
〈
正
義
を
行
う
こ
と
〉
に
お
い
て
生
ま
れ
て
来
る
新
し
い
言
葉
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
に
服
従
す
る
生
活
に
お
い
て
、
生
ま
れ
て
来
る

も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
革
新
さ
れ
た
教
会
の
あ
り
方
か
ら
、
現
実
と
関
わ
る
力
を
持
つ
言
葉
、
人
び
と
の
た
め
、
世
界
の
た
め
の
和
解
と
救
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

い
の
言
葉
が
生
ま
れ
来
る
こ
と
を
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
心
か
ら
待
ち
望
ん
で
い
た
の
で
す
。
先
ほ
ど
あ
げ
た
「
洗
礼
の
日
に
際
し
て
」

記
さ
れ
た
文
章
に
は
、
こ
う
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
そ
の
日
を
予
告
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
役
目
で
は
な
い

―
し
か
し
、
そ
の
日
は
来
る
だ
ろ
う

―
そ
し
て
そ
の
日
に
は
、

人
び
と
は
、
ふ
た
た
び
神
の
言
葉
を
、
世
界
が
そ
れ
に
打
た
れ
て
変
わ
り
、
新
し
く
な
る
よ
う
な
仕
方
で

―
語
る
よ
う
に
召
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
新
し
い
言
語
と
な
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
ま
っ
た
く
非
宗
教
的
な
、
し
か
し
、
解
放
的
で
人
を
救
う
言
葉
に

な
る
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
イ
エ
ス
の
言
語
の
よ
う
に
。
そ
う
し
て
人
び
と
は
、
そ
の
言
葉
に
驚
愕
し
、
し
か
も
そ
の
力
に
よ
っ
て
圧

倒
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
神
と
人
と
の
平
和
を
、
神
の
国
の
接
近
を
告
げ
知
ら
せ
る
言
葉
に
」（D

BW
 8, 436

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
非
宗
教
的
な
言
葉
と
い
う
も
の
に
、
大
い
な
る
希
望
・
解
放
・
救
い
・
平
和
、
そ
し
て
変
革
を
予
感
し
て
い
た
こ

と
が
伺
え
ま
す
。
そ
し
て
彼
は
受
洗
す
る
ベ
ー
ト
ゲ
の
子
供
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。

「
そ
の
時
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
者
の
事
柄
は
、
静
か
な
こ
と
、
隠
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
祈
り
、
正
義
を
行
い
、
神

の
時
を
待
ち
望
む
人
び
と
は
、
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
君
に
は
そ
の
ひ
と
り
で
あ
っ
て
も
ら
い
た
い
し
、
い
つ
か
君
に
つ
い
て
、『
正

し
い
者
の
道
は
、
夜
明
け
の
光
の
よ
う
だ
、
い
よ
い
よ
輝
き
を
増
し
て
真
昼
と
な
る
』（
箴
言 

四
章
一
八
節
）
と
言
わ
れ
る
こ
と
を

望
ん
で
い
る
」（D

BW
 8, 436

）。

第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
禍
の
さ
な
か
に
、
神
が
不
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
〈
成
人
し
た
世
界
〉
に
お
い
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
洗
礼
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の
日
を
迎
え
た
若
者
に
希
望
を
指
し
示
し
、
こ
の
目
標
に
達
す
る
た
め
に
、
信
仰
に
よ
る
イ
エ
ス
へ
の
服
従
を
う
な
が
し
て
い
る
の
で

す
。
彼
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
に
参
与
し
、
他
者
の
た
め
に
生
き
る
責
任
を
負
う
も
の
と
な
る
こ
と

と
、
切
り
離
し
え
な
い
事
柄
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
述
べ
た
〈
た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
〉
と
重
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
四
節　

た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と

一　
〈
こ
の
世
的
〉
に
生
き
る

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
一
九
四
四
年
七
月
一
八
日
付
の
手
紙
の
な
か
で
、
こ
の
無
神
的
な
世
界
に
お
い
て
〈
こ
の
世
的
〉
に
生
き
る
と
は

い
か
な
る
こ
と
か
問
う
て
い
ま
す
（D

BW
 8, 535�.

）。
そ
し
て
〈
こ
の
世
的
〉
に
生
き
る
そ
の
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
「
神
の
苦
し
み
に

与
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
彼
は
以
前
に
獄
中
で
、「
キ
リ
ス
ト
者
も
非
キ
リ
ス
ト
者
も
」
と
い
う
詩
を
書
い

て
い
ま
し
た
。
同
じ
七
月
一
八
日
の
手
紙
で
彼
は
、
こ
の
詩
は
ひ
と
つ
の
思
想
を
含
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ひ
と
こ
と
で

言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
と
非
キ
リ
ス
ト
者
を
分
か
つ
の
は
、「
キ
リ
ス
ト
者
は
、
苦
し
み
の
な
か
に
い
る
神
の
か
た
わ
ら
に
立
つ
」
と
い

う
一
点
だ
と
す
る
思
想
で
す
。

　
　

キ
リ
ス
ト
者
も
非
キ
リ
ス
ト
者
も
（C

hristen und H
eiden

）（D
BW

 8, 515f.

）

一
． 

人
び
と
は
自
分
た
ち
の
困
窮
の
な
か
で
神
の
も
と
に
行
き

 

助
け
を
嘆
願
し
、
幸
福
と
パ
ン
と
を
乞
い
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

 

病
気
、
罪
、
そ
し
て
死
か
ら
の
救
い
を
求
め
る
。

 

皆
そ
う
す
る
、
皆
が
、
キ
リ
ス
ト
者
も
非
キ
リ
ス
ト
者
も
。

二
． 
人
び
と
は
ご
自
分
の
困
窮
の
な
か
に
い
給
う
神
の
も
と
に
行
き

 

神
が
貧
し
く
、
辱
め
ら
れ
、
枕
す
る
と
こ
ろ
も
パ
ン
も
な
い
こ
と
を
見
出
し

 

彼
が
罪
と
弱
さ
と
死
に
よ
っ
て
呑
み
込
ま
れ
て
い
る
の
を
見
る
。

 

キ
リ
ス
ト
者
は
、
神
の
苦
難
の
な
か
で
神
の
か
た
わ
ら
に
立
つ
。

三
． 

神
は
困
窮
の
な
か
に
い
る
す
べ
て
の
人
間
の
も
と
に
行
き

 

ご
自
分
の
パ
ン
を
も
っ
て
体
と
心
と
を
満
ち
足
ら
せ

 

キ
リ
ス
ト
者
と
非
キ
リ
ス
ト
者
の
た
め
に
十
字
架
の
死
を
死
に

 

そ
し
て
彼
ら
の
い
ず
れ
を
も
赦
し
た
も
う
。

人
は
誰
し
も
困
窮
に
あ
っ
て
は
神
に
救
い
を
乞
い
求
め
る
。
そ
し
て
神
は
、
困
窮
の
な
か
に
い
る
す
べ
て
の
人
間
の
も
と
に
行
き
、
助

け
を
与
え
る
。
神
は
キ
リ
ス
ト
者
と
非
キ
リ
ス
ト
者
の
た
め
に
受
難
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
の
罪
を
贖
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
十
字
架
に

よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
罪
が
贖
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
す
で

に
本
書
の
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
服
従
な
き
〈
安
価
な
恵
み
〉）105
（

に
反
対
し
ま
し
た
が
、
十
字
架
に
よ
る
贖
罪
を
否

定
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
な
に
か
自
動
的
に
付
与
さ
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

319

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

319 

 

折 

 

2020/10/08 10:06:08

 



ん
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
招
き
に
従
う
こ
と
、
つ
ま
り
服
従
と
切
り
離
し
え
ず
、
ま
さ
に
「
キ
リ
ス
ト
者
は
、
神
の
苦
難
の
な
か
で
神
の

か
た
わ
ら
に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
手
紙
の
な
か
で
は
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
イ
エ
ス
は
ゲ
ツ
セ
マ
ネ
で
、『
あ
な
た
が
た
は
、
一い

っ
と
き時

も
わ
た
し
と
共
に
目
を
覚
ま
し
て
い
ら
れ
な
い
の
か
』〔
マ
タ
イ 

二
六
章

四
〇
節
ｂ
〕
と
問
わ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
宗
教
的
な
人
間
が
神
か
ら
期
待
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
背
を
向
け
る
も
の
で
あ
る
。

人
間
は
、
こ
の
無
神
的
な
世
界
に
関
わ
る
神
の
苦
し
み
を
共
に
苦
し
む
よ
う
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
、
本
当

に
無
神
的
な
世
界
の
な
か
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
世
界
の
無
神
性
を
、
何
ら
か
の
方
法
で
宗
教
的
に
覆
い
隠
し
た

り
、
美
化
し
た
り
す
る
試
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
〈
こ
の
世
的
に
〉
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
そ
こ
で
、
神
の
苦

し
み
に
与
る
の
で
あ
る
。
彼
は
〈
こ
の
世
的
に
〉
生
き
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

。
す
な
わ
ち
、
彼
は
誤
っ
た
宗
教
的
束
縛
や
抑
制

か
ら
自
由
に
さ
れ
て
い
る
」（
一
九
四
四
年
七
月
一
八
日
付
）（
傍
点
原
著
）（D

BW
 8, 535

）。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
オ
リ
ー
ブ
山
の
麓
に
あ
る
ゲ
ツ
セ
マ
ネ
の
園
は
、
イ
エ
ス
が
祈
る
た
め
に
た
び
た
び
訪

れ
、
ま
た
十
字
架
に
掛
け
ら
れ
る
前
夜
、
血
の
汗
を
し
た
た
ら
せ
な
が
ら
神
に
祈
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
場
所
で
す
。
イ
エ
ス
は
処
刑
の
前

夜
、
悲
し
み
も
だ
え
始
め
、「
わ
た
し
は
死
ぬ
ば
か
り
に
悲
し
い
。
こ
こ
を
離
れ
ず
、
わ
た
し
と
共
に
目
を
覚
ま
し
て
い
な
さ
い
」
と
弟

子
に
命
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、「
心
は
燃
え
て
も
、
肉
体
は
弱
い
」（
マ
タ
イ 

二
六
章
四
一
節
）
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
眠
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
こ
で
イ
エ
ス
は
ペ
テ
ロ
に
、「
誘
惑
に
陥
ら
ぬ
よ
う
、
目
を
覚
ま
し
て
祈
っ
て
い
な
さ
い
」（
マ
タ
イ 

二
五
章
四
一
節
）
と
命
じ

た
の
で
し
た
。
こ
こ
で
聖
書
が
伝
え
る
の
は
、
力
を
も
っ
て
こ
の
世
に
介
入
す
る
神
で
は
な
く
、
お
よ
そ
宗
教
的
な
人
間
の
期
待
に
ま
っ

た
く
背
を
向
け
る
、
弱
く
、
無
力
な
、
苦
し
む
神
の
姿
で
す
。
そ
こ
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
こ
う
考
え
ま
す
。
も
は
や
人
間
は
、
形
而
上
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

学
的
な
〈
宗
教
の
神
〉
を
持
ち
出
し
て
、
こ
の
世
の
無
神
性
を
覆
い
隠
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
純
然
た
る
〈
こ
の
世
〉
を

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誤
っ
た
宗
教
的
な
こ
の
世
理
解
に
よ
っ
て
、〈
神
〉
の
場
所
を
確
保
し
、
保
護
区
域
に
閉
じ
こ
も
る
必
要
は

な
く
、
ま
っ
た
き
〈
こ
の
世
〉
を
生
き
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
、
と
。

Ｅ
・
フ
ァ
イ
ル
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
〈
こ
の
世
〉
は
、『
倫
理
』
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
ま
た
彼
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
具
体
的
な
責
任
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
原
著
）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ひ
と

つ
の
固
有
な
体
系
が
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
何
か
一
般
的
な
概
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（D

BW
 6, 266

）。
つ
ま
り
、「
キ
リ
ス
ト
に
お

い
て
愛
さ
れ
、
裁
か
れ
、
和
解
さ
れ
た
世
で
あ
る
が
ゆ
え

0

0

に
」（
傍
点
原
著
）、
世
で
あ
り
続
け
る
こ
の
世
に
つ
い
て
問
う
も
の
だ
と
言

い
ま
す 

）
106
（

。
そ
し
て
〈
こ
の
世
〉
は
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
た
め
、
す
で
に
本
書
の
第
一
章
で
〈
保
持
の
秩
序
〉
に
関
し
て
ふ
れ
た
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
に
向
け
て
保
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
終
末
論
的
な
次
元
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
フ
ァ
イ
ル
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
「
キ
リ
ス
ト
と0

成
人
し
た
世
界
」
と
い
う
標
語
の
〈
と
〉
の
な
か
に
は
、「
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
人
格
に
お
い
て
、
神
の
現
実
が
こ
の
世
の
現
実
の
な
か
に
入
っ
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
お
い
て
神
の
現
実
と
こ
の
世
の

現
実
が
結
合
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
で
あ
る
統
一
が
示
さ
れ
て
い
る
」）107
（

と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
キ
リ
ス
ト
だ
け
が
神
へ
の
通
路
の
媒
介
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
は
、
神
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
教
説

も
、〈
こ
の
世
〉
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
神
学
的
教
説
も
存
在
せ
ず
、
た
だ
そ
の
つ
ど
キ
リ
ス
ト
論
的
に
媒
介
さ
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
中
心

的
な
、
そ
れ
ゆ
え
間
接
的
な
、〈
こ
の
世
〉
に
つ
い
て
の
神
学
的
考
察
が
存
在
し
う
る
だ
け
だ
と
言
い
ま
す
。

こ
う
し
た
『
倫
理
』
に
お
け
る
〈
こ
の
世
性
〉
へ
の
志
向
は
、『
獄
中
書
簡
集
』
に
引
き
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

い
っ
そ
う
〈
苦
難
〉
に
心
が
向
け
ら
れ
、
神
と
こ
の
世
に
た
い
す
る
関
わ
り
に
基
づ
い
て
、
神
学
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
テ
ー
マ
は
、
一
九
四
四
年
七
月
二
一
日
の
手
紙
の
な
か
で
も
、
ひ
き
続
き
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
付
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
・
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ク
ー
デ
タ
ー
計
画
「
七
月
二
〇
日
」
が
、
不
成
功
に
終
っ
た
翌
日
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
過
酷
な
事
態
が
待
ち

受
け
て
い
る
か
、
き
っ
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
予
期
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
取
り
乱
す
様
子
も
な
く
、
ふ
だ
ん
通
り
の
落
ち
着
い

た
口
調
で
書
き
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
の
手
紙
に
は
、
と
て
も
興
味
深
い
、
私
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
、
自
分
自
身
の
信
仰
の
歩
み
を
ふ
り
返
り
、
一
三
年
前
に
ア
メ
リ
カ
留
学
中
に
出
会
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
牧
師
と
交
わ
し
た
会

話
を
想
い
起
こ
し
て
い
ま
す
。

そ
の
牧
師
に
た
い
し
て
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
人
生
で
何
を
望
ん
で
い
る
か
」
と
問
い
か
け
た
と
言
い
ま
す
。
す

る
と
彼
は
、「
僕
は
聖
人
に
な
り
た
い
」
と
返
し
た
。
そ
の
答
え
に
た
い
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
非
常
に
強
い
印
象
を
受
け
な
が
ら

も
、
反
論
し
て
、「
僕
は
信
じ
る
こ
と
を
学
び
た
い
」
と
い
っ
た
内
容
の
こ
と
を
返
す
の
で
す
。
し
か
し
彼
自
身
に
も
、
長
い
間
こ
の
対

立
の
深
み
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
彼
は
、
自
分
が
〈
聖
い
生
活
〉
と
い
っ
た
も
の
を
送
る
よ
う
に
自
ら
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
信
じ
る
こ
と
を
学
べ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
道
行
き
の
終
わ
り
と
し
て
書
い
た
の
が
、
第
二
期
の
終
わ
り
の
著

『
服
従
』
だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
後
に
、「
人
は
生
の
ま
っ
た
き
此
岸
性

0

0

0

0

0

0

0

（D
iesseitigkeit

）
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
信
じ
る
こ
と

を
学
ぶ
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 542

）
と
い
う
こ
と
を
経
験
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
し
た
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
「
七
月
二
〇
日
」
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
通
し
て
、
自
分
を
キ
リ
ス
ト
者
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ

と
自
覚
し
て
い
な
い
人
び
と
と
共
に
は
た
ら
く
な
か
で
、
彼
ら
の
人
格
と
倫
理
的
な
態
度
に
強
い
印
象
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本

の
牧
師
で
神
学
者
の
大
宮
溥
も
述
べ
る
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、「
い
わ
ゆ
る
〈
世
俗
的
な
人
び
と
〉
の
健
康
に
し
て
誠
実
な
態

度
に
接
し
て
、
し
か
も
彼
ら
と
の
交
わ
り
を
通
じ
て
、
世
の
問
題
、〈
成
人
し
た
世
界
〉
の
問
題
と
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
」）

108
（

こ
と
は
十
分
に
考
え
う
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、〈
此
岸
性
〉
と
い
う
も
の
を
真
剣
に
受
け
と
め
、
個
人
的
に
も
、
神
学
的
に

も
、
積
極
的
に
評
価
し
て
い
く
気
持
ち
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
は
手
紙
の
な
か
で
こ
う
続
け
て
い
ま
す
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

「
自
己
自
身
を
何
か
に
仕
立
て
上
げ
る
と
い
う
こ
と
を

―
そ
れ
が
聖
人
で
あ
れ
回
心
し
た
罪
人
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
教
会
人
（
い

わ
ゆ
る
祭
祀
的
人
物
！
）
で
あ
れ
、
ま
た
は
義
人
で
あ
れ
悪
人
で
あ
れ
、
病
人
で
あ
れ
健
康
な
人
で
あ
れ

―
ま
っ
た
く
断
念
し
た

時
に
、
そ
し
て
こ
れ
を
僕
は
此
岸
性

0

0

0

と
呼
ぶ
の
だ
が
、
つ
ま
り
、
課
題
・
問
題
・
成
功
と
失
敗
・
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
や
途
方
に
暮
れ

た
状
態
と
が
満
ち
溢
れ
た
な
か
で
生
き
て
い
く
こ
と
で
あ
る
が

―
、
そ
の
時
こ
そ
人
は
、
自
ら
を
ま
っ
た
く
神
の
腕
の
な
か
に
投

げ
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
こ
そ
人
は
、
も
は
や
自
分
の
苦
し
み
で
は
な
く
こ
の
世
に
お
け
る
神
の
苦
し
み
を
真
剣
に
受
け

と
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
こ
そ
人
は
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
ゲ
ツ
セ
マ
ネ
で
目
覚
め
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
僕
が
思
う
に
は
、

こ
れ
こ
そ
が
信
仰
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
悔
改
め
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
人
は
、
ひ
と
り
の
人
間
に
、
ひ
と
り
の
キ
リ

ス
ト
者
に
な
る
。（
エ
レ
ミ
ヤ
四
五
章
を
参
照
せ
よ
！
）。
も
し
人
が
こ
の
此
岸
的
生
活
の
な
か
で
神
の
苦
し
み
を
共
に
苦
し
む
の
で

あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
成
功
の
時
に
高
ぶ
っ
た
り
、
失
敗
し
た
時
に
う
ろ
た
え
た
り
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
」（
一
九
四
四
年
七
月
二

一
日
）（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 542

）。

こ
こ
で
「
失
敗
し
た
時
に
う
ろ
た
え
た
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
七
月
二
〇
日
」
事
件
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
は
〈
此
岸
性
〉
と
い
う
も
の
を
、
人
が
自
分
を
何
か
特
別
な
も
の
に
し
立
て
あ
げ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
断

念
し
、「
課
題
・
問
題
・
成
功
と
失
敗
・
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
や
途
方
に
暮
れ
た
状
態
と
が
満
ち
溢
れ
た
な
か
で
生
き
て
い
く
こ
と
」
と
し

て
定
義
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
〈
此
岸
性
〉
に
つ
い
て
、
こ
う
も
述
べ
て
い
ま
す
。

「
僕
が
言
う
の
は
、
啓
蒙
さ
れ
た
人
び
と
・
活
動
的
な
人
び
と
・
気
楽
な
人
び
と
・
み
だ
ら
な
人
び
と
な
ど
の
平
板
で
月
並
み
な
此

岸
性
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
節ツ

フ
ト度

に
満
ち
た
、
死
と
復
活
の
認
識
が
つ
ね
に
そ
こ
に
あ
る
よ
う
な
、
深
い
此
岸
性

0

0

0

0

0

の
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こ
と
だ
。
ル
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
此
岸
性
の
な
か
で
生
き
て
い
た
と
僕
は
思
う
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 541

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
言
う
〈
此
岸
性
〉
と
は
、「
節
度
（Zucht

）
に
満
ち
た
」
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
語
のZucht

に
は
〈
し
つ
け
・
教
育
〉
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
い
わ
ば
〈
修
練
〉
と
い
っ
た
も
の
を
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
〈
此
岸
性
〉
な
い
し
〈
こ
の
世
性
〉
と
は
、
な
に
か
自
明
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
『
倫
理
』
で
述

べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
真
の
こ
の
世
性
は

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
さ
に
た
だ
イ
エ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

・、キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
宣
教
に
基
づ
い
て
の
み
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍

点
原
著
）（D

BW
 6, 405

）
も
の
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
出
来
事
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、〈
深
い
此
岸
性
〉
に
は
、
死

と
復
活
の
認
識
が
つ
ね
に
現
在
的
で
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
逆
に
言
え
ば
、「
ま
っ
た
き
此
岸
性
」
を
生
き
る
時
に
こ
そ
人
は
、

「
も
は
や
自
分
の
苦
し
み
で
は
な
く
こ
の
世
に
お
け
る
神
の
苦
し
み
を
真
剣
に
受
け
と
め
て
い
る
」（D

BW
 8, 542

）
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
人
間
形
成
の
道
行
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
者
を
造
る
こ
と
だ
と
認
識
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

同
様
の
言
表
は
、
七
月
一
八
日
の
手
紙
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

「
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
だ
。
キ
リ
ス
ト
は
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
、
ひ
と
つ
の
人
間
類
型
で
は
な
く
、
人

間
そ
の
も
の
を
造
る
。
宗
教
的
行
為
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
世
の
生
活
の
な
か
で
神
の
苦
し
み
に
与
る
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
者
を

造
る
」（D

BW
 8, 535

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
は
、
あ
る
特
定
の
や
り
方
で
宗
教
的
で
あ
る
と
か
、
ま
た
何
ら
か
の
方
法
論
に
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

基
づ
い
て
、
自
分
を
何
も
の
か
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
神
の
メ
シ
ア
的
苦
難
の
な
か
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
そ

れ
が
キ
リ
ス
ト
者
を
造
る
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
は
っ
き
り
と
、〈
人
間
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
〉
が

等
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
苦
し
み
だ
け
を
見
る
こ
と
を
断
念
し
、
他
者
の
た
め
に
苦
し
む
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ

と
、
つ
ま
り
苦
し
む
も
の
た
ち
の
交
わ
り
に
入
れ
ら
れ
、
互
い
に
苦
し
み
を
背
負
い
合
う
こ
と
が
、〈
人
間
そ
の
も
の
〉
を
造
る
。
ま
た

そ
れ
は
同
時
に
、〈
キ
リ
ス
ト
者
〉
を
造
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。

ま
た
同
じ
手
紙
の
な
か
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
新
約
聖
書
の
な
か
の
、
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
に
与
る
人
び
と
に
注
目
し
て
い
ま
す

（D
BW

 8, 536f.

）。
そ
こ
で
は
、
神
の
メ
シ
ア
的
苦
難
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス

が
弟
子
た
ち
を
服
従
へ
と
召
す
こ
と
、
罪
人
と
の
食
卓
の
交
わ
り
、
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
に
よ
る
徴
税
人
ザ
ア
カ
イ
の
狭
い
意
味
で
の
回

心
（
ル
カ 

一
九
章
一
―
一
〇
節
）、
何
の
罪
責
告
白
も
な
し
に
な
さ
れ
る
罪
深
い
女
の
イ
エ
ス
を
愛
す
る
と
い
う
偉
大
な
行
為
（
ル
カ 

七

章
三
六
―
四
八
節
）、
病
人
た
ち
を
癒
す
こ
と
（
マ
タ
イ 

八
章 

一
四
―
一
七
節
）、
そ
し
て
幼
子
た
ち
を
受
け
い
れ
る
こ
と
（
マ
ル
コ 

一

〇
章
一
三
―
一
六
節
）。
そ
の
よ
う
な
で
き
ご
と
を
通
し
て
、
聖
書
の
人
び
と
は
イ
エ
ス
の
苦
し
み
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
苦
し
む
神
の
か
た
わ
ら
に
立
つ
人
び
と
に
関
し
て
は
、
何
か
宗
教
的
方
法
論
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
っ
さ
い
述
べ
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
馬
ぶ
ね
の
か
た
わ
ら
に
立
つ
羊
飼
い
た
ち
の
行
い
（
ル
カ 

二
章
一
五
―
二
一
節
）
と
い
う
の
も
、「
回
心
し
た
罪
人
」
と
し

て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
し
も
罪
を
告
白
し
な
い
カ
フ
ェ
ル
ナ
ウ
ム
の
百
人
隊
長
が
、
信
仰
の
模
範
と
し
て
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
ま
す

（
マ
タ
イ 

八
章
五
―
一
三 

ル
カ 

七
章
一
―
一
〇
節
）。
富
め
る
青
年
を
、
イ
エ
ス
は
「
愛
し
た
も
う
」（
マ
ル
コ 

一
〇
章
二
一
節
）。
宦
官

（
使
徒
言
行
録 

八
章
三
八
節
）
や
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
（
使
徒
言
行
録 

一
〇
章
四
節
）
は
、
深
淵
に
喘
い
で
い
る
実
存
な
ど
と
は
ま
っ
た
く

無
関
係
で
す
。
ナ
タ
ナ
エ
ル
は
、「
ま
こ
と
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
」（
ヨ
ハ
ネ 
一
章
四
七
節
）
と
さ
れ
ま
す
。
最
後
に
、
ア
リ
マ
タ
ヤ
の
ヨ

セ
フ
（
マ
ル
コ 

一
五
章
四
二
―
四
六
節　

マ
タ
イ 

二
七
章
五
七
―
六
〇
節　

ル
カ 
二
三
章
五
〇
―
五
三
節　

ヨ
ハ
ネ 

一
九
章
三
八
節
）
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や
、
イ
エ
ス
の
墓
の
傍
ら
に
立
つ
女
た
ち
（
マ
タ
イ 

二
七
章
六
一
節　

マ
ル
コ 

一
五
章
四
七
節
・
一
六
章
一
節　

ル
カ 

二
三
章
五
五
節

以
下
）。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
す
べ
て
に
共
通
す
る
だ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
は
、「
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
苦
難
に
与
っ
て

い
る
こ
と
」
で
す
。
そ
れ
が
彼
ら
の
悔
い
改
め
で
あ
り
、
信
仰
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
〈
敬
虔
〉
と
呼
ぶ
に
は
相
応
し
く

な
く
、
自
分
を
何
も
の
か
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
す
る
宗
教
的
方
法
論
に
つ
い
て
も
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー

に
と
っ
て
〈
宗
教
的
行
為
〉
は
、
つ
ね
に
何
か
部
分
的
な
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
た
い
し
て
〈
信
仰
〉
は
、
何
か
全
体
的
な
も

の
、〈
生
命
行
為
〉（Lebensakt

）
で
す
。
イ
エ
ス
は
新
し
い
宗
教
に
で
は
な
く
、〈
生
〉（Leben

）
へ
と
呼
び
か
け
て
い
る
と
言
い
ま
す

（D
BW

 8, 537

）。

さ
ら
に
七
月
二
八
日
の
手
紙
の
な
か
で
は
、
旧
約
聖
書
に
お
い
て
神
の
苦
難
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
人
び
と
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
ま

す
（D

BW
 8, 549

）。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
イ
サ
ク
・
ヤ
コ
ブ
・
ヨ
セ
フ
な
ど
、
祝
福
さ
れ
た
人
び
と
は
、
多
く
苦
し
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
新
約
聖
書
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
幸
福
と
苦
難
、
あ
る
い
は
祝
福
と
十
字
架
を
、
相
容
れ
ぬ
対
立
に
お
と
し
い
れ
る
よ

う
な
結
果
に
導
く
よ
う
な
こ
と
は
、
ど
こ
に
も
現
れ
て
い
ま
せ
ん
。
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
の
違
い
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
に
よ

れ
ば
、
旧
約
聖
書
で
は
祝
福
が
十
字
架
を
も
そ
の
内
に
含
み
、
新
約
聖
書
で
は
十
字
架
が
祝
福
を
も
含
む
、
と
い
う
点
に
あ
る
に
す
ぎ
ま

せ
ん
。
聖
書
の
な
か
の
〈
こ
の
世
的
〉・〈
無
宗
教
的
〉
な
人
び
と
の
生
き
様
は
、
健
康
や
幸
福
や
力
を
否
定
し
て
苦
難
か
ら
ひ
と
つ
の
原

理
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
「
不
健
全
な
メ
ソ
デ
ィ
ズ
ム
」
と
は
、
ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の
で
す
。
彼
ら
に
共
通
す
る
唯
一
の
こ
と
は
、

「
苦
し
む
神
の
か
た
わ
ら
に
立
つ
」
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。

秘
儀
保
持
の
規
律

す
で
に
明
ら
な
よ
う
に
、
確
か
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
神
の
苦
難
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
ま
す
が
、〈
神
の
死
〉
を
主
張
し
て
い
る
わ
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
唱
え
ら
れ
た
〈
神
の
死
の
神
学
〉
と
は
区
別
さ
れ
ま
す
。
こ
の
世
か

ら
放
逐
さ
れ
る
神
は
、
今
な
お
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
お
い
て
逆
説
的
に
現
在
し
、
こ
の
世
で
は
た
ら
く
神
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
先
に
見
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の
事
柄
は
〈
新
し
い
言
語
〉
で
語
ら
れ
る
そ
の
日
ま
で
、
む
し
ろ
沈
黙
す
べ
き
だ
と
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
連
関
し
て
、〈
秘
儀
保
持
の
規
律
〉（A

rkandisziplin

）
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
語
は
『
獄
中
書
簡
集
』
の
索
引
に
よ
れ
ば
三
箇
所
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
お
よ
び
フ
ィ
ン
ケ
ン
ヴ
ァ
ル
デ
の
講
義
に

お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
一
回
ず
つ
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
ん
ら
い
〈
秘
儀
保
持
の
規
律
〉
と
い
う
言
葉
は
、
古
代
教
会
の
生
活
に
お
い

て
、
礼
拝
の
中
心
部
分
と
な
る
聖
餐
式
や
信
徒
信
条
の
斉
唱
な
ど
を
未
受
洗
者
に
参
加
さ
せ
ず
、
閉
じ
ら
れ
た
扉
の
な
か
で
行
っ
た
と
い

う
背
景
に
基
づ
く
も
の
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
〈
秘
儀
〉
を
世
俗
化
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
宮
田
光
雄
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、「
教
会
は
、〈
成
人
し
た
世
界
〉
に
た
い
し
て
福
音
を
〈
非

宗
教
的
〉
に
宣
教
し
え
な
い
限
り
、

―
主
に
た
い
す
る
不
服
従
の
ゆ
え
に

―
む
し
ろ
、
沈
黙
し
て
い
る
べ
き
だ
」
と
い
う
意
味
が

盛
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す）109
（

。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
を
正
し
く
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
を
ま
っ
た
く
新
し
く
経
験
す
る
た
め
に
、

今
日
、
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
正
し
く
沈
黙
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
述
べ
た
〈
啓
示
実
証
主
義
〉
に
た
い

す
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
批
判
に
し
て
も
、
信
仰
告
白
を
安
易
に
宣
伝
す
る
危
険
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

彼
の
〈
非
宗
教
的
解
釈
〉
と
い
う
の
は
、
教
会
の
こ
の
固
有
の
規
律
を
否
定
し
去
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。ボ

ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
一
九
四
四
年
四
月
三
〇
日
の
手
紙
の
な
か
で
、「
秘
儀
保
持
の
規
律

0

0

0

0

0

0

0

な
い
し
究
極
以
前
の
も
の
と
究
極
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
の
区
別

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
、
新
た
に
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
」（
傍
点
筆
者
）（D

BW
 8, 405f.

）
か
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

〈
究
極
的
な
も
の
〉
と
〈
究
極
以
前
の
も
の
〉
と
の
区
別
は
、
す
で
に
本
書
第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に）110
（

、〈
究
極
以
前
の
も
の
〉
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は
〈
究
極
的
な
も
の
〉
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
終
末
論
的
な
緊
張
関
係
が
保
持
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
は
、
も
は
や
〈
究
極
的
な
も
の
〉
に
つ
い
て
語
ら
れ
な
い
時
代
に
あ
っ
て
は
、〈
秘
儀
保
持
の
規
律
〉
こ
そ
が
〈
究
極
的
な
も
の
〉

を
保
持
す
る
助
け
と
な
り
う
る
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

ベ
ー
ト
ゲ
は
『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
伝
』
の
な
か
で
、「
こ
の
世
性
な
き
秘
儀
保
持
の
規
律
は
ゲ
ッ
ト
ー
で
あ
り
、
秘
儀
保
持
の
規
律
な

き
こ
の
世
性
は
、
た
ん
な
る
歩

ブ
ル
ヴ
ァ
ー
ル

行
者
天
国
に
す
ぎ
な
い
」（D

B, 992

）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
世
性
と
成
人
し
た
世
界
に
お
け
る
非
宗

教
的
解
釈
と
は
、
秘
儀
保
持
の
規
律
と
結
び
合
わ
せ
て
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
逆
も
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
一
方
で
、
秘
儀
保
持
の
規
律
は
孤
立
し
て
「
儀
式
的
な
僧
院
生
活
」
と
な
り
、
他
方
で
、
非
宗
教
的
解
釈
は
「
知
的
遊
戯
」
と
な

る
、
と
言
う
の
で
す
（D

B, 992

）。

二　

他
者
の
た
め
の
生

こ
の
よ
う
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、〈
新
し
い
神
学
〉
が
〈
非
宗
教
的
〉
に
語
ら
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
み
、
既
存
の
も
の
を
〈
宗
教
的
〉

な
衣
装
で
飾
り
立
て
る
の
で
は
な
く
、「
祈
る
こ
と
と
正
義
を
行
う
こ
と
」
に
よ
る
〈
新
し
い
生
〉
の
創
造
の
な
か
で
、
新
し
い
言
葉
で

語
ら
れ
る
日
を
待
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
新
た
な
生
と
い
う
の
は
、〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
イ
エ
ス
（D

as 

„Für-andere- D
asein

” Jesu

）
に
お
け
る
新
し
い
生
に
与
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、「
あ
る
書
物
の
草
稿
」
と
い
う

獄
中
書
簡
の
終
わ
り
の
ほ
う
に
収
め
ら
れ
た
「
新
し
い
神
学
」
の
構
想
を
記
し
た
メ
モ
の
な
か
に
出
て
く
る
文
章
で
す
。

「
神
と
は
誰
か
。
ま
ず
、
全
能
等
々
に
た
い
す
る
一
般
的
な
神
信
仰
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
真
の
神
経
験
で
は
な
く
、
む
し

ろ
延
長
さ
れ
た
世
界
の
一
部
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
。
イ
エ
ス
が
た
だ
〈
他
者
の
た
め
に
存
在
す
る
〉
と
い
う
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こ
と
に
お
い
て
、
こ
こ
で
人
間
の
全
存
在
の
転
換
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
。〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
イ
エ
ス
が
、
超
越

経
験
な
の
だ
！　

自
分
自
身
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
、
死
に
い
た
る
ま
で
〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
は

じ
め
て
全
能
・
全
知
・
遍
在
と
い
う
も
の
が
生
じ
る
。
信
仰
と
は
、
こ
の
イ
エ
ス
の
存
在
に
与
る
こ
と
で
あ
る
（
受
肉
・
十
字
架･

復
活
）。
神
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は
、
考
え
う
る
限
り
の
最
高
・
最
強
・
最
善
の
実ヴ

ェ
ー
ゼ
ン体

と
い
っ
た
も
の

―
そ
れ
は
真
の

超
越
で
は
な
い

―
に
た
い
す
る
〈
宗
教
的
な
〉
関
係
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
神
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は
、〈
他

者
の
た
め
の
存
在
〉
に
お
け
る
新
し
い
生
、
イ
エ
ス
の
存
在
に
与
る
こ
と
な
の
だ
」（D

BW
 8, 558

）。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
信
仰
と
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、〈
人
間
の
全
存
在
の
転
換
〉
が
与
え
ら
れ
る

経
験
を
内
容
に
持
ち
ま
す
。
そ
れ
は
、〈
延
長
さ
れ
た
世
界
の
一
部
〉
に
過
ぎ
な
い
〈
宗
教
〉
の
神
と
の
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
は
、
形
而
上
学
的
な
〈
機
械
仕
掛
け
の
神
〉
が
呼
び
出
さ
れ
る
だ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
の
「
自
分
自
身
に
囚
わ
れ

な
い
自
由
、
死
に
い
た
る
ま
で
〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
と
の
出
会
い
を
通
し
て
、
神
の
〈
全
能
性
〉
に
た
い
す

る
信
仰
が
成
立
す
る
と
彼
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
自
ら
を
虚
し
く
し
て
他
者
を
真
に
愛
す
る
そ
の
愛
に
こ
そ
、
神
の
全
能
性
を

見
出
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

す
で
に
く
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
た
だ
信
仰
に
お
い
て
神
で
あ
り
、
何
か
目

に
見
え
る
か
た
ち
で
そ
の
実
体
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
追
い
求
め
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
神
と
し
て
叙

述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
の
全
能
や
全
知
に
つ
い
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
『
キ
リ
ス
ト
論
』
に
お
い
て
見
た

よ
う
に
、
む
し
ろ
「
馬
ぶ
ね
と
十
字
架
に
つ
い
て
語
る
べ
き
」
で
あ
り
、「
全
能
や
遍
在
と
し
て
の
〈
神
的
実ヴ

ェ
ー
ゼ
ン体
〉
な
ど
存
在
し
な
い
」

（D
BW

12, 341

）
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、
人
と
な
っ
た
神
と
は
、「
馬
ぶ
ね
か
ら
十
字
架
に
い
た
る
謙
っ
た
神
人
（der 
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erniedrigte G
ott-M

ensch

）」（D
BW

 12, 343

）
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
〈
謙
り
〉
の
特
別
な
実

存
様
式
は
、〈
罪
の
肉
を
と
っ
た
〉
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
謙
り
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
は
、
神
人
は
、
自
由
意
志
で
、
罪
と
死
の
こ
の
世
の
中
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。（･･････

）
彼
は

〈
神
の
か
た
ち
〉
で
は
な
く
、〈
微
行
〉
に
お
い
て
、
最
も
貧
し
い
乞
食
、
最
も
排
斥
さ
れ
た
も
の
、
し
か
し
罪
人
の
う
ち
の
罪
な
き

も
の
と
し
て
、
し
か
し
ま
た
、
罪
人
の
う
ち
の
罪
人
と
し
て
、〔
世
の
中
に
〕
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
」（D

BW
 12, 343

）。

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
は
、
い
わ
ば
人
間
と
等
し
い
実
存
様
式
を
持
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
自
由
意
志
で
引
き
受
け

ら
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
〈
謙
り
〉
と
い
う
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
が
〈
わ
れ
わ
れ
の
た
め
〉（pro 

nobis

）
に
存
在
す
る
こ
と
の
唯
一
の
様
式
と
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す）111
（

。
す
で
に
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に）112
（

、
彼
の
解
釈
で

は
、
人
間
は
〈
自
由
〉
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
創
造
主
に
似
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
〈
自

由
〉
と
は
、
二
者
間
の
〈
関
係
〉
で
あ
り
、
自
由
で
あ
る
と
は
、「
他
者
の
た
め
に
自
由
で
あ
る
」（D

BW
 3, 59

）
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
そ
れ
は
「
神
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
人
間
の
た
め
に
自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
」（D

BW
 3, 59

）、
わ
れ
わ
れ
に
開
示
さ
れ
る
と
言
い

ま
す
。
こ
の
神
と
人
間
と
の
上
か
ら
下
へ
の
垂
直
方
向
に
お
け
る
〈
他
者
の
た
め
に
自
由
で
あ
る
〉
と
い
う
二
者
間
の
関
係
は
、
人
間
と

人
間
の
水
平
方
向
に
お
い
て
は
、
双
方
向
的
に
助
け
合
う
と
い
う
か
た
ち
で
実
現
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
、
自
分
と
異
な
る
も

の
と
助
け
あ
う
〈
関
係
性
〉
に
お
い
て
、
一
対
と
し
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ひ
と
り
で
存
在
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と

が
、
ア
ダ
ム
に
と
っ
て
他
の
人
間
で
あ
る
エ
ヴ
ァ
を
〈
中
心
の
境
界
〉
の
受
肉
化
と
し
て
捉
え
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
個
性
的
な
人
間
理
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

解
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
人
間
と
人
間
と
の
関
係
が
、『
獄
中
書
簡
集
』
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
に
与
り
苦
し
む
人
び
と
と
の
交
わ
り
に

入
れ
ら
れ
る
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
な
あ
り
方
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
最
も
低
み
に
い
ま
す
神
が
語
ら

れ
、
苦
難
に
喘
ぐ
人
び
と
の
〈
下
か
ら
の
視
点
〉
が
前
面
に
出
て
き
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
思
索
の
水
脈
の
末
に
「
あ
る
書
物
の
草
稿
」
が
記
さ
れ
、「〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
に
お
け
る
新
し
い
生
」
と
い
う
も
の

が
、
神
と
の
関
係
と
し
て
提
出
さ
れ
た
の
で
し
た
。
ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
さ
ら
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
無
限
の
、
到
達
不
可
能
な
諸
々
の
課
題
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
与
え
ら
れ
る
、
手
の
届
く
隣
人
が
超
越
的
な
も
の
な
の

だ
」（D

BW
 8, 558

）。

す
で
に
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に）113
（

、『
倫
理
』
の
な
か
で
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
イ
エ
ス
の
呼
び
か
け
が
わ
れ
わ
れ
に
ゆ
だ
ね
る
最
も
近
い
隣
人
の
背
後
に
は
、
イ
エ
ス
に
と
っ
て
も
最
も
遠
き
も
の
、
す
な
わ
ち

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
が
、
神
自
身
が
立
つ
。
最
も
近
い
隣
人
の
背
後
の
こ
の
最
も
遠
き
も
の
を
知
ら
ず
、
ま
た
こ
の
最
も
遠
き

も
の
が
こ
の
最
も
近
い
隣
人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
は
、
隣
人
に
仕
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
仕
え
て
い
る
の
で
あ

る
」（D

BW
 6, 295f.

）。

ま
た
、
す
で
に
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
〈
隣
人
〉
と
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
ゆ
だ
ね
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ら
れ
て
、〈
他
者
が
私
に
つ
き
つ
け
て
く
る
要
求
〉
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん）114
（

。

無
自
覚
の
キ
リ
ス
ト
者

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
・
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
通
し
て
、
自
分
を
キ
リ
ス
ト
者
だ
と
意
識
し
て

い
な
い
人
び
と
と
共
に
は
た
ら
く
な
か
で
、
彼
ら
の
人
格
と
倫
理
的
な
態
度
に
強
い
印
象
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
き
っ
と
彼
ら
は
、

キ
リ
ス
ト
者
と
自
覚
せ
ず
し
て
隣
人
愛
を
実
践
す
る
人
と
し
て
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
目
に
映
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
彼
が
そ
の
晩
期
に
〈
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
キ
リ
ス
ト
教
〉（das unbew

ußte C
hristentum

）
に
つ
い
て
の

関
心
を
強
め
て
い
た
こ
と
は
、〈
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
人
間
で
あ
る
こ
と
〉
を
等
置
し
て
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
ま
こ

と
に
興
味
深
く
思
わ
れ
ま
す
。
日
付
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
消
印
は
一
九
四
四
年
七
月
二
七
日
の
手
紙
の
な
か
で
、
彼
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
ま
す
。

「〈
自
然
的
な
〉
信
心
が
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
同
時
に
〈
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
キ
リ
ス
ト
教
〉

の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
す
ま
す
僕
の
関
心
事
に
な
っ
て
い
る
。
ル
タ
ー
派
の
教
義
学
者
た
ち
は
、
直
接
的
な
信
仰
（�des 

directa

）
を
、
反
省
さ
れ
た
信
仰
（�des re�exa
）
か
ら
区
別
し
た
。
そ
れ
を
洗
礼
の
際
の
い
わ
ゆ
る
幼
児
の
信
仰
に
関
連
づ
け

た
の
だ
。
こ
こ
で
、
非
常
に
広
範
に
お
よ
ぶ
問
題
が
切
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
僕
は
思
案
し
て
い
る
」（D

BW
 8, 

545f.

）。

さ
ら
に
、
一
九
四
四
年
の
七
月
か
八
月
に
記
し
た
と
さ
れ
る
覚
書
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

「
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
キ
リ
ス
ト
者

　

左
の
手
は
右
の
手
の
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

　

マ
タ
イ
二
五
章
。

　

何
を
祈
る
の
か
を
知
ら
な
い）115
（

。

　

モ
ッ
ト
ー　

イ
エ
ス
が
彼
に
言
わ
れ
た
。『
私
に
何
を
し
て
ほ
し
い
の
か
』）

116
（

」（D
BW

 8, 547

）

一
つ
め
の
「
施
し
を
す
る
と
き
は
、
右
の
手
の
す
る
こ
と
を
左
の
手
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
」（
マ
タ
イ 

六
章
三
節
）
と
い
う
イ
エ

ス
の
言
葉
は
、
二
つ
め
の
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
五
章
に
出
て
く
る
「
終
わ
り
の
日
の
裁
き
に
つ
い
て
の
た
と
え
話
」（
マ
タ
イ 

二
五

章
三
一
―
四
六
節
）
と
、〈
無
自
覚
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
お
い
て
関
連
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
と
え
話
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
二
章

で
述
べ
ま
し
た
が）117
（

、「
私
の
兄
弟
で
あ
る
こ
の
最
も
小
さ
い
者
」
の
ひ
と
り
に
隣
人
愛
を
実
践
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
し
た

こ
と
で
あ
り
、
永
遠
の
命
に
与
る
と
さ
れ
ま
す
。
逆
に
そ
う
し
な
か
っ
た
人
び
と
は
、
た
と
え
自
分
で
は
主
へ
の
信
仰
が
あ
る
と
思
っ
て

い
て
も
、
永
遠
の
罰
を
受
け
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
「
最
も
小
さ
い
者
」
を
助
け
た
人
び
と
は
、
い
つ
自
分
が
主
を
助
け
た
の

か
、
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
覚
書
き
の
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
「
左
の
手
は
右
の
手
の
し
て
い
る
こ
と
を

を
知
ら
な
い
」
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
し
た
善
き
行
い
に
つ
い
て
無
自
覚
な
の
で
す
。

こ
の
聖
句
に
続
い
て
、
覚
え
書
き
の
三
つ
目
の
「
何
を
祈
る
の
か
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
、
パ
ウ
ロ
の
「
ロ
ー
マ
信
徒
へ
の
手
紙
」
八

章
二
六
節
か
ら
の
引
用
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
〈
異
言
〉

―
通
常
は
、

初
代
教
会
に
お
け
る
霊
感
現
象
の
ひ
と
つ
で
、
意
味
不
明
の
音
声
を
語
る
こ
と

―
の
使
用
が
見
ら
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
が
、
よ
う
す
る
に
聖
霊
の
執
り
成
し
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
で
表
さ
れ
た
祈
り
を
意
味
し
ま
せ
ん）118
（

。
パ
ウ
ロ
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は
、「
何
を
祈
る
の
か
を
知
ら
な
い
」
わ
れ
わ
れ
を
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
復
活
し
た
主
の
聖
霊
み
ず
か
ら
が
「
言
葉
に
表
せ
な
い
う
め

き
を
も
っ
て
執
り
成
し
て
下
さ
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。
何
を
祈
る
の
か
知
ら
な
い
わ
れ
わ
れ
の
苦
し
み
を
わ
が
も
の
と
し
、
言
葉
に
表

せ
な
い
う
め
き
を
も
っ
て
、
聖
霊
な
る
神
が
助
け
を
与
え
る
と
言
う
時
、
そ
の
う
め
き
を
通
し
て
、
共
に
苦
し
む
と
い
う
連
帯
感
、
つ
ま

り
、
他
の
苦
難
を
受
け
る
も
の
た
ち
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
育
く
ま
れ
る
こ
と
を
思
わ
せ
ま
す
。

そ
し
て
最
後
の
モ
ッ
ト
ー
と
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
イ
エ
ス
の
「
私
に
何
を
し
て
ほ
し
い
の
か
」
と
い
う
言
葉
は
、
盲
人
の
物
乞
い

バ
ル
テ
ィ
マ
イ
に
た
い
し
て
述
べ
ら
れ
た
言
葉
で
す
。
彼
が
「
ダ
ビ
デ
の
子
よ
、
私
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
叫
び
続
け
て
い
た
の

で
、
人
び
と
は
彼
を
叱
り
つ
け
て
黙
ら
せ
よ
う
と
し
ま
す
が
、
イ
エ
ス
は
「
何
を
し
て
ほ
し
い
の
か
」
と
た
ず
ね
、
彼
の
目
を
癒
し
た
の

で
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
が
〈
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
キ
リ
ス
ト
教
〉
と
の
関
連
で
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
苦
し
む
他
者
の
隣
人
で
あ
る
こ
と
、「
何
を
し
て
ほ
し
い
の
か
」
と
寄
り
添
う
こ
と
が
、
問
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
は
、〈
他
者
の
た
め
の
存
在
〉
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
の
生
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
主
イ
エ
ス
の
招
き
に
応
じ
る
〈
服
従
〉
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、〈
聖
い
生
活
〉
を
送
る
よ
う
自
ら
努

力
す
る
と
い
う
道
の
り
と
し
て
は
、
第
二
期
の
著
『
服
従
』
を
も
っ
て
終
わ
り
、
そ
の
後
は
〈
生
の
ま
っ
た
き
此
岸
性
〉
の
な
か
で
信
じ

る
こ
と
を
学
ぶ
、
と
い
う
道
に
踏
み
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ナ
チ
支
配
下
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
た
い
す
る
抵
抗
運
動
に

与
す
る
道
行
き
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
は
、〈
他
者
の
た
め
〉
に
苦
難
を
背
負
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
に
与
る
こ
と
を
意

味
し
、
そ
れ
こ
そ
が
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
道
す
じ
は
、
第
二
章
で
述
べ

た
「
キ
リ
ス
ト
が
私
の
良
心
で
あ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
と
共
に
知
る
良
心
に
従
い
、
し
か
も
「
左
の
手
は
右
の
手
の
し
て
い
る
こ
と
を

知
ら
な
い
」
者
と
し
て
、
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
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ま
た
す
で
に
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
〈
他
者
の
た
め
〉
と
言
う
時
の
〈
他
者
〉
と
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
、
キ
リ
ス
ト
者
に
限
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
キ
リ
ス
ト
者
も
非
キ
リ
ス
ト
者
も
』
と
い
う
獄
中
詩
で
も
、「
神
は
困
窮
の

な
か
に
い
る
す
べ
て
の
人
間
の
も
と
に
行
き
、
ご
自
分
の
パ
ン
を
も
っ
て
体
と
心
と
を
満
ち
足
ら
せ
、
キ
リ
ス
ト
者
と
非
キ
リ
ス
ト
者
の

た
め
に
十
字
架
の
死
を
死
に
、
そ
し
て
彼
ら
の
い
ず
れ
を
も
赦
し
た
も
う
」
と
記
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
彼
が
あ
る
説
教）119
（

に
お
い
て
も

語
っ
て
い
た
よ
う
に
、「
神
は
こ
の
世
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
も
愛
さ
れ
た
」
の
で
あ
り
、「
敵
の
た
め
で
も
あ
る
そ
の

祝
福
か
ら
自
分
自
身
を
閉
め
だ
し
て
は
な
ら
な
い
」（D

BW
 15, 572f.

）
と
強
調
し
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、「〈
他
者
の
た
め
の
存

在
〉
イ
エ
ス
」
と
い
う
時
の
〈
他
者
〉
も
、
む
ろ
ん
同
胞
や
同
朋
に
限
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
の
〈
他
者
の
た
め
に
〉

仕
え
る
生
と
は
、
こ
の
世
の
生
活
の
只
中
で
、〈
他
者
の
た
め
〉
に
苦
難
を
背
負
う
神
の
苦
し
み
に
与
り
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
も
と
に

と
ど
ま
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
が
〈
真
の
こ
の
世
性
〉
を
生
き
る
、
あ
る
い
は
〈
深
い
此
岸
性
〉
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
イ
エ
ス
に
服
従
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
〈
宗
教
的
行
為
〉
と
同
義
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
〈
こ
の
世
的
〉
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
存
の
教
会
に
た
い
す
る
問
い
か
け
と

な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
告
白
教
会
で
す
ら
、
自
己
保
身
に
陥
り
が
ち
で
、
他
者
の
た
め
の
冒
険
は
何
も
起
こ
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
す
。
彼
は
「
あ
る
書
物
の
草
稿
」
の
第
三
章
の
最
初
に
、「
教
会
は
、
他
者
の
た
め
に
存
在
す
る
時
に
の
み
、
教
会
で
あ
る
」

（D
BW

 8, 560

）
と
記
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
宗
教
批
判
と
い
う
の
は
、
国
民
教
会
（Volkskirche

）
の
伝
統
そ
の
も
の
に
た

い
す
る
批
判
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
あ
る
書
物
の
草
稿
」
の
な
か
で
は
さ
ら
に
、
新
し
い
教
会
と
牧
師

の
た
め
の
〈
模
範
〉
と
い
う
べ
き
生
活
様
式
に
つ
い
て
記
し
て
い
ま
す
。

「
新
し
く
出
発
す
る
た
め
に
は
、
教
会
は
全
財
産
を
窮
乏
し
て
い
る
人
び
と
に
贈
与
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
牧
師
は
、
た
だ
教
会
員
の
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自
由
意
志
に
よ
る
献
金
に
よ
っ
て
の
み
生
活
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
世
の
職
業
に
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
会
は
、
人
間
の

共
同
生
活
の
こ
の
世
的
な
課
題
に
、
支
配
し
つ
つ
で
は
な
く
、
助
け
つ
つ
、
そ
し
て
仕
え
つ
つ
、
参
与
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
会

は
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
の
人
び
と
に
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
生
き
る
生
活
と
は
何
で
あ
る
か
、〈
他
者
の
た
め
に
存
在
す
る
〉
と
は
何
を

意
味
す
る
か
を
、
述
べ
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（･･････

）
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〈
模
範
〉
に
よ
っ
て
、
教
会

の
言
葉
は
強
調
点
と
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」（D

BW
 8, 560f.

）。

ま
た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
、〈
成
人
し
た
世
界
〉
を
承
認
す
る
こ
と
と
、
そ
の
世
界
の
な
か
で
キ
リ
ス
ト
の
招
き
に
従
い
ゆ
く
こ
と
を
、

矛
盾
の
な
い
、
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
ま
っ
た
き
〈
此
岸
性
〉
を
生
き
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と

は
、〈
他
者
の
た
め
〉
に
生
き
る
生
へ
と
招
き
求
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
す
。

む
す
び

こ
の
よ
う
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
近
代
世
界
の
自
律
性
と
い
う
事
実
を
〈
キ
リ
ス
ト
論
的
〉
観
点
か
ら
受
け
い
れ
、〈
成
人
し
た
世

界
〉
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
生
に
つ
い
て
説
い
た
の
で
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
、〈
宗
教
的
人
間
〉
で
あ

る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、〈
た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
〉
で
し
た
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
創
造
す
る
人
間
と
い
う
の
は
、

宗
教
的
行
為
に
よ
る
の
で
は
な
く
、〈
こ
の
世
〉
の
此
岸
的
な
生
活
の
只
中
で
神
の
苦
難
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
と
、
人

間
形
成
の
道
標
を
指
し
示
し
た
の
で
す
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

ま
た
、
先
に
あ
げ
た
「
下
か
ら
の
視
点
」
と
い
う
未
完
の
文
章
の
終
わ
り
の
部
分
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
問
題
は
、
こ
の
下
か
ら
の
視
点
が
永
遠
の
不
満
分
子
に
味
方
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
く
、
本
来
は
下
も
上
も
超
え
た
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
い
っ
そ
う
高
い
満
足
か
ら
、
生
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
次
元
に
お
い
て
正
当
に
評
価
し
、
か
つ
そ
の
よ
う
に
肯

定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）（D
BW

 8, 38f.

）。

こ
の
〈
下
も
上
も
超
え
た
と
こ
ろ
〉、
す
な
わ
ち
分
裂
を
超
え
た
場
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
裂
を
超
え
た
キ
リ
ス
ト

と
い
う
場
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
発
言
の
延
長
上
に
は
、
こ
の
世
の
生
活
の
只
中
で
神
の
苦
難
に
参
与
す
る
と
い

う
生
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
自
分
の
苦
し
み
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
で
神
の
苦
し
み
を
受
け
と
め
、
苦
し
む

人
び
と
と
の
積
極
的
な
連
帯
へ
と
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
た
い
す

る
抵
抗
運
動
に
参
与
す
る
道
行
き
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。〈
他
者
の
た
め
に
〉
苦
難
を
背
負
う
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
下
に
と
ど
ま

り
、
み
ず
か
ら
の
苦
難
を
担
い
通
す
こ
と
が
、
彼
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
の
内
容
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
が
「
苦
し
む
神
の
か
た
わ
ら
に
立
つ
」
と
い
う
表
現
と
な
り
、
こ
の
一
点
が
、
キ
リ
ス
ト
者
と
非
キ
リ
ス
ト
者
と
を
分
か
つ
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
〈
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
人
間
で
あ
る
こ
と
〉
が
等
置
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
啓
発
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
他
者
の
苦
し
み
に
真
に
同
情
し
、
互
い
に
苦
し
み
を
背

負
い
合
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
れ
非
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
れ
、
誰
し
も
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
は
い
え
、
苦
し
む
他
者
が

真
正
な
同
情
を
求
め
る
時
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
心
底
そ
の
苦
し
み
に
共
感
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
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か
。
日
々
そ
の
よ
う
な
求
め
の
前
に
立
た
さ
れ
て
は
い
て
も
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
も
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
さ
ほ
ど
気
に
と
め
な
い
か
、

さ
も
な
く
ば
禍
が
自
分
に
ふ
り
か
か
る
不
安
か
ら
、
意
識
的
に
か
無
意
識
に
か
、
目
を
逸
ら
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

じ
っ
さ
い
に
は
、
た
い
て
い
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
を
産
み
育
て
て
く
れ
た
母
親
の
痛
み
す
ら
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
や
血
縁
も
地
縁
も
な
い
、
遠
く
離
れ
、
言
葉
も
通
じ
な
い
他
国
の
人
び
と
や
他
民
族
の

人
び
と
の
苦
し
み
や
痛
み
に
た
い
し
て
は
、
想
像
力
が
欠
如
し
が
ち
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
時
中
に
日
本
が

行
っ
た
侵
略
と
人
権
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
、
今
な
お
苦
し
み
続
け
て
い
る
ア
ジ
ア
の
人
び
と
の
声
が
証
言
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、〈
従
軍
慰
安
婦
〉
と
い
う
名
の
性
的
奴
隷
に
さ
せ
ら
れ
た
女
性
た
ち
の
苦
し
み
に
、
真
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
私
自
身
、
一
九
九
二
年
一
二
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
「
日
本
の
戦
後

補
償
に
関
す
る
国
際
公
聴
会
」）120
（

の
記
録
を
観
る
ま
で
は
、
彼
女
た
ち
の
痛
み
を
想
像
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
、
微
塵
す
ら
も
、
気
づ
い
て

い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
公
聴
会
で
は
、
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
や
朝
鮮
は
も
と
よ
り
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
な
ど
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
た
国
々
で
被
害
を
受
け
た
人
び
と
の
口
か
ら
、
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
痛
ま
し
い
証
言
が
続
き
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
の
女
性
が
、
当
時
一
七
、
八
歳
の
少
女
で
あ
り
、
看
護
婦
な
ど
の
職
業
に
つ
か
せ
る
と
言
わ
れ
て
連
れ
て
来
ら
れ
た
と
言
い
ま

す
。
彼
女
ら
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
一
日
に
三
〇
人
、
い
や
三
五
人
、
日
曜
日
な
ど
は
四
〇
人
、
五
〇
人
と
列
を
な
し
て
日
本

人
の
男
性
が
や
っ
て
来
た
と
言
い
ま
す
。
腹
部
や
腰
部
の
痛
み
と
出
血
で
、
息
が
苦
し
く
な
り
、
何
も
見
え
な
く
な
り
、
も
う
起
き
上
が

る
こ
と
も
で
き
ず
、
卒
倒
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
体
は
穴
が
割
け
て
貫
通
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
な
り
、「
私
の
体
は
も
う
人

間
の
よ
う
で
は
な
い
、
私
の
体
を
見
た
人
は
泣
く
で
し
ょ
う
」、
と
泣
き
叫
ぶ
女
性
。
腰
部
が
歪
に
曲
が
り
、
一
六
五
セ
ン
チ
あ
っ
た
身

長
が
一
四
七
セ
ン
チ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
女
性
。「
痛
い
、
痛
い
、
お
母
さ
ん
！
」
と
叫
ん
で
は
殴
ら
れ
、
歯
も
全
部
抜
け
て
し
ま
っ
た

と
い
う
女
性
。
何
も
か
も
失
い
、
就
職
も
結
婚
も
で
き
ず
、
一
人
ぼ
っ
ち
で
、
生
活
力
も
な
い
、
と
の
訴
え
。
苦
し
み
、
悲
し
み
、
男
性
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

へ
の
恐
怖
感
、
怒
り
、
憎
し
み
、
悔
し
さ
、
死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
よ
う
な
思
い
は
時
間
が
経
て
ば
消
え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

彼
女
た
ち
を
ず
っ
と
苦
し
め
続
け
て
い
ま
し
た
。「
日
本
人
は
、
自
分
の
娘
や
妹
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
て
よ
い
の
で
す
か
。
そ
ん

な
こ
と
を
私
た
ち
に
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
」。

な
か
に
は
、
苦
し
み
に
耐
え
抜
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
た
だ
信
仰
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
人
の
女
性
も
い
ま
し
た
。
日

本
人
は
、
私
の
持
て
る
も
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
、
私
の
人
生
を
滅
茶
苦
茶
に
し
た
。
自
尊
心
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
、
私
の
自
由
。
屈

辱
の
極
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
け
、
私
か
ら
奪
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
の
信
仰
で
あ
る
。
私
の
最
も
大

事
な
も
の
、
誰
も
、
い
か
な
る
人
も
、
私
の
神
に
た
い
す
る
愛
だ
け
は
、
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
が
、
死
ぬ
よ

り
も
酷
い
苦
し
み
に
耐
え
さ
せ
た
、
と
。

そ
し
て
記
録
の
最
後
に
、
夫
に
も
慰
安
婦
だ
っ
た
こ
と
を
ず
っ
と
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性
が
、
実
名

で
語
り
ま
し
た
。
痛
み
、
出
血
。
泣
い
て
、
泣
い
て
、
母
の
名
を
呼
ん
だ
こ
と
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
希
望
も
夢
も
あ
っ
た
青
春
時
代
を

と
り
戻
し
た
い
と
い
う
思
い
。
そ
れ
で
も
、
日
本
人
の
残
虐
な
行
為
を
も
う
赦
し
た
、
と
言
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
も
私
た
ち
と
同
じ
よ

う
に
年
を
と
り
、
こ
れ
以
上
悪
い
こ
と
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
、
と
。
た
だ
彼
女
が
願
う
こ
と
は
、
も
と
〈
慰
安
婦
〉
の
女
性
た
ち
個
々

0

0

へ
の
謝
罪
と
補
償
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、「
同
情
を
も
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
何
を
し
た
の
か
を
気
づ
い
て
ほ
し
い
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。「
生
き
て
い
る
間
に
、
こ
の
こ
と
を
語
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
」。

〈
性
〉
に
関
連
し
て
言
う
と
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
第
一
期
の
著
『
創
造
と
堕
落
』
の
な
か
で
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
堕
罪
後
の
自

ら
を
〈
現
実
〉
の
中
心
に
据
え
た
人
間
に
つ
い
て
こ
う
記
し
て
い
ま
し
た
。

「
自
己
の
境
界
を
犯
し
た
人
間
の
性
は
、
い
か
な
る
境
界
を
も
認
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
意
志
で
あ
り
、
境
界
な
し
で
あ
ろ
う
と
す
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る
無
限
の
病
的
欲
望
で
あ
る
。
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
境
界
に
た
い
す
る
激
し
い
憎
悪

0

0

0

0

0

で
あ
る
」（
傍
点
原
著
）（D

BW
 3, 116

）。

境
界
に
た
い
す
る
眼
差
し
を
失
っ
た
性
は
、
他
者
を
自
ら
の
欲
望
を
満
た
す
道
具
と
す
る
こ
と
の
、
最
も
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
と
な
り
ま

す
。
確
か
に
、
北
海
道
や
満
州
や
中
国
に
い
た
日
本
女
性
た
ち
の
多
く
が
、
ソ
連
兵
に
よ
る
強
姦
に
よ
っ
て
被
害
者
と
な
っ
た
こ
と
も
、

い
ま
や
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
広
島
・
長
崎
の
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
苦
し
み
は
、
七
〇
余
年
た
っ
た
今
も
、
け
っ
し

て
終
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
こ
と
も
、
日
本
が
行
っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
、
真
正
の
同
情
を
求
め
る
人
び
と
の
思
い
に
向
き

合
わ
な
く
と
も
よ
い
、
と
い
う
理
由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ど
ん
な
に
抑
え
が
た
い
悲
し
み
や
怒
り
に
苛
ま
れ
よ
う
と
も
、
も
し
こ

こ
で
自
分
の
苦
し
み
だ
け
を
見
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
類
の
歴
史
に
は
何
度
で
も
同
様
の
悲
劇
が
刻
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。

筆
者
が
本
書
の
も
と
と
な
る
学
位
論
文
を
提
出
し
た
二
〇
〇
八
年
一
二
月
か
ら
、
は
や
一
一
年
余
り
が
過
ぎ
ま
し
た
。
今
日
、
難
民
・

移
民
の
受
入
れ
、
地
球
の
温
暖
化
防
止
対
策
、
核
兵
器
廃
絶
な
ど
国
境
を
越
え
る
問
題
の
解
決
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

国
内
お
よ
び
国
家
間
の
〈
格
差
〉
が
大
き
く
拡
が
っ
て
く
る
と
、
国
内
の
政
治
問
題
の
手
っ
取
り
早
い
解
決
策
と
し
て
、〈
反
国
際
協
調
〉

と
〈
自
国
第
一
主
義
〉
へ
と
舵
を
切
る
国
家
が
徐
々
に
増
え
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
い
か
わ
ら
ず
利
己
的
な
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
強
く

感
じ
ま
す
。
世
界
が
他
者
へ
の
共
感
力
を
失
っ
て
一
番
苦
し
む
の
は
、
最
も
底
辺
に
い
る
人
び
と
、
本
田
哲
郎
神
父
の
聖
書
訳
で
言
え

ば
、〈
い
ち
ば
ん
小
さ
く
さ
れ
た
者
〉（
マ
タ
イ 

二
五
章
四
〇
節
））121
（

で
あ
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
す
。
自
分
の
苦
し
み
だ
け

を
見
る
こ
と
を
断
念
し
、
苦
し
む
人
び
と
と
の
交
わ
り
に
目
を
向
け
、
共
に
苦
し
み
を
背
負
う
と
い
う
、
い
っ
そ
う
高
い
次
元
へ
と
苦
難

を
転
じ
る
こ
と
が
、
今
ま
さ
に
、
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
は
無
力
で
弱
い
、
苦
難
す
る
も
の
と
し
て
現
在
す
る
キ
リ
ス
ト
の
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隣
人
で
あ
る
こ
と
に
、
見
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
れ
非
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
れ
、
真
正
な
同
情
を
求
め
る
願
い

の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
思
索
は
、〈
究
極
の
現
実
〉、
つ
ま
り
人
と
な
っ
た
神
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
神
学
的
思
惟
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
啓
示
と
い
う
前
提
か
ら
出
発

す
る
〈
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
〉
な
構
成
物
と
な
り
ま
す
。
こ
の
点
で
は
、
信
仰
を
持
た
な
い
人
で
あ
れ
ば
、
自
分
と
は
無
関
係
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
自
ら
の
〈
限

グ
レ
ン
ツ
ェ

界
・
境
界
〉
を
知
る
こ
と
、
そ
し
て
〈
た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
〉
は
、
信
仰
の
あ
る

な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
が
生
涯
最
後
の
時
間
に
獄
中
で
書
き
綴
っ
た
苦
し
む
人
び
と
の

視
点
に
立
っ
た
思
索
と
い
う
の
は
、
こ
の
現
実
の
前
に
、
わ
れ
わ
れ
を
立
た
せ
る
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
、
す
で
に
彼
の
人
間
学
の
現

代
的
意
義
が
見
出
さ
れ
る
と
、
思
わ
れ
る
の
で
す
。
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（
48
） 

同
書
、
九
〇
頁
。

（
49
） 

同
書
、
九
二
頁
。

（
50
） 

宮
田
、
前
掲
書
、
二
三
五
頁

（
51
） D

ietrich Bonhoeffer, D
ie M

ündige W
elt: dem

 Andenken D
ietrich Bonhoeffers, Bd1.: Vorträge und Briefe, M

it Beiträgen von E. 
Bethge und anderen, M

ünchen: K
aiser, 1955, 121.

（
52
） 

野
呂
芳
男「
今
日
に
お
け
る
神
観
の
一
問
題
」キ
リ
ス
ト
教
学 

第
一
八
号
、
立
教
大
学
キ
リ
ス
ト
教
学
会
編
、
一
九
七
六
年
一
二
月
、
八
頁
参
照
。

（
53
） 

倉
本 

功「『
神
の
痛
み
の
神
学
』の
歴
史
的
意
義
」北
森
嘉
蔵『
神
の
痛
み
の
神
学
』〈
講
談
社
学
術
文
庫
七
四
三
〉、
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、
二
九
七
頁
。

（
54
） 

聖
ア
ン
セ
ル
ム
ス『
ク
ー
ル
・
デ
ウ
ス
・
ホ
モ
―
神
は
何
故
に
人
間
と
な
り
た
ま
ひ
し
か
』長
澤
信
壽
訳〈
岩
波
文
庫 

青
八
〇
六
―
三
〉、
岩
波
書

店
、
一
九
八
九
年
。

（
55
） 

北
森
、
前
掲
書
、
二
九
一
頁
。

（
56
） 

同
前
。

（
57
） 

Ｊ
・
モ
ル
ト
マ
ン『
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
』喜
田
川
信
ほ
か
訳
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
七
三
頁
。

（
58
） 

同
書
、
三
三
六
頁
。

（
59
） 

同
書
、
三
三
三
頁
。

（
60
） P. F. M

om
ose, Kreuzestheologie. Eine Auseinandersetzung m

it J. M
oltm

ann, Freiburg/Basel/ W
ien: H

erder, 1978, 91f.

（
61
） 

モ
ル
ト
マ
ン
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
六
年
、
七
五
頁
。

（
62
） 

同
書
、
四
六
九
頁
。
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（
63
） 

森
野
善
右
衛
門『
告
白
と
抵
抗
―
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
十
字
架
の
神
学
』、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
一
四
頁
以
下
。

（
64
） 

同
書
、
二
一
四
頁
。

（
65
） 

北
森
、
前
掲
書
、
一
四
五
頁
。

（
66
） 

同
書
、
一
四
六
頁
。

（
67
） 
森
野
、
前
掲
書
、
二
一
五
頁
。

（
68
） 
北
森
、
前
掲
書
、
二
三
三
―
四
頁
。

（
69
） 

同
書
、
二
三
四
頁
。

（
70
） 

同
前
。

（
71
） 

同
書
、
一
七
六
頁
。

（
72
） 

森
野
、
前
掲
書
、
二
一
五
頁
。

（
73
） 

北
森
、
前
掲
書
、
一
七
二
―
一
七
六
頁
。

（
74
） 

同
書
、
一
七
四
頁
。

（
75
） 

同
前
。

（
76
） 

北
森
、
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。

（
77
） 

同
書
、
二
三
四
頁
。

（
78
） 

同
書
、
一
七
二
頁
。

（
79
） 

同
書
、
一
七
六
頁
。

（
80
） 

同
前
。

（
81
） 

同
前
。

（
82
） 

野
呂
、
前
掲
書
、
一
九
七
六
年
、
三
頁
。

（
83
） 

同
前
。

（
84
） 

同
前
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

（
85
） H

arald D
iem

, Luthes Lehre von den zw
ei Reichen, untersucht von seinem

 Verständnis der Bergpredigt aus. Ein Beitrag zum
 

Problem
: >>G

esetz und Evangelium
<< （1938

）, in: Zur Zw
ei-Reiche-Lehre Luthers, m

it einer Einfürung von G
erhard Sauter 

（�
eologische Bücherei, Bd.49

）, M
ünchen: 1973, 1-173.

（
86
） H

einz Eduard Tödt, Kom
plizen, O

pfer und G
egner des H

itlerregim
es: Zur >>inneren G

eschichte<< von protestantischer �
eologie 

und Kirche im
 >>D

ritten Reich<<, G
ütersloh: C

hr. K
aiser G

ütersloher Verlagshaus, 1997, 272.

（
87
） Ibid., 273.

（
88
） Ibid.

（
89
） 

本
書
第
二
章
第
三
節
三（
一
）（
ｄ
）

（
90
） Tödt, op. cit., 300.

（
91
） Ibid., 300.

（
92
） Ibid., 301.

（
93
） Ibid.

（
94
） D

ietrich Bonhoe�er, G
esam

m
elte Schri�en, Bd. 3: �

eologie – G
em

einde: Vorlesungen･ Briefe･ G
espräche 1927 bis 1944, M

ünchen: 
C

hr. K
aiser Verlag, 1960, 236.

（
95
） Ibid., 237.

（
96
） Ibid., 232.

（
97
） 

本
書
第
二
章
第
三
節
三（
一
）（
ｃ
）

（
98
） 

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ク
ス
ケ『
こ
の
世
的
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
者　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
幻
』日
本
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
会
訳
、
日
本
ボ
ン
ヘ
ッ

フ
ァ
ー
研
究
会
、
一
九
九
〇
年
。

（
99
） 

森
野
、
前
掲
書
、
一
九
三
―
一
九
四
頁
。

（
100
） Feil, op. cit., 341.

（
101
）  Ibid., 386.
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（
102
）  

本
書
第
一
章
第
三
節
三（
二
）（
ｂ
）③
参
照
。

（
103
） K

arl Barth, G
espräche 1959-1962, G

esam
tausgabe IV, hrsg. von Eberhard Busch, Türich: �

eologischer Verlag, 1995, 192. 

（
104
） 

宮
田
、
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。

（
105
）  

本
書
第
二
章
第
三
節
三（
二
）（
ａ
）参
照
。

（
106
）  Feil, op. cit., 223.

（
107
）  Ibid., 224

（
108
） 

大
宮
溥
に
よ
る「
後
書
き
」参
照
。『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
選
集
1 

聖
徒
の
交
わ
り
』大
宮 

溥
訳
、
新
教
出
版
社
、
東
京
、
一
九
六
三
年
、
三
三
二
頁
。

（
109
） 

宮
田
、
前
掲
書
、
二
五
五
頁
。

（
110
） 

本
書
第
一
章
第
三
節
三（
2
）（
ｂ
）③

（
111
） W

olf K
rötke, D

er begegnende G
ott und der G

laube. Zum
 theologischen Schw

erpunkt der C
hristologievorlesung D

. Bonhoe�ers, 
in: Bonhoe�er-Studien: Beiträge zur �

eologie u. W
irkungsgeschichte D

ietrich Bonhoe�ers / im
 Au�r. d. Bonhoe�er-Kom

itees beim
 

Bund d. Evang. K
irchen in d. D

D
R hrsg. von A

lbrecht Schönherr u. W
olf K

rötke, Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1985, 30.

（
112
） 

本
書
第
一
章
三
節
三（
一
）

（
113
） 

本
書
第
一
章
三
節
三（
三
）（
ｆ
）

（
114
） 

本
書
第
一
章
三
節
三（
三
）（
ｆ
）

（
115
） 

ロ
ー
マ
信
徒
へ
の
手
紙 

八
章
二
六
節
ｂ「
わ
た
し
た
ち
は
ど
う
祈
る
べ
き
か
を
知
り
ま
せ
ん
が
、〈
霊
〉自
ら
が
、
言
葉
に
表
せ
な
い
う
め
き
を

も
っ
て
執
り
成
し
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
す
」。

（
116
） 

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書 

一
〇
章
五
一
節「
イ
エ
ス
は
、『
何
を
し
て
ほ
し
い
の
か
』と
言
わ
れ
た
。
盲
人
は
、『
先
生
、
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
た

い
の
で
す
』と
言
っ
た
」。

（
117
） 

本
書
第
二
章
第
三
節
三（
一
）（
ｃ
）

（
118
） 

Ｊ
・
Ｈ
・
ピ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
／
ド
ナ
ル
ド
Ｗ
・
バ
ー
デ
ィ
ッ
ク
著『
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
―
聖
書
の
教
え
と
現
代
の
異
言
―
』ジ
ャ
パ
ン
・
コ
ン

サ
バ
テ
ィ
ブ
・
バ
プ
テ
ス
ト
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
発
行
、
聖
書
図
書
セ
ン
タ
ー
、
八
二
頁
。
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第三章 ボンヘッファーの〈成人した世界〉における人間学

（
119
） 

一
九
四
〇
年
の
聖
霊
降
臨
祭
第
二
祝
日
に
行
わ
れ
た「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
三
章
一
六
―
二
一
節
」に
つ
い
て
の
説
教
。

（
120
） 

戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
の
真
相
解
明
を
求
め
る
日
本
の
市
民
団
体
が
、
国
連
に
お
け
る
人
権
関
係
の
有
力
な
メ
ン
バ
ー
を
招
聘
し
開
催
さ
れ
た
公
聴

会
。
韓
国
・
サ
ハ
リ
ン
・
朝
鮮
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
中
国
・
台
湾
・
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
か
ら
名
乗
り
出
た
戦
争
被
害
者
が
一
同
に
会
し
、
証
言
を
行
っ

た
。
日
本
の
戦
争
犯
罪
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
問
わ
れ
た
の
は
、
戦
後
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
公
聴
会
の
記
録
は
、
下
記
Ｖ
Ｈ
Ｓ
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。『
生
き
て
い
る
間
に
語
り
た
か
っ
た　

日
本
の
戦
後
補
償
に
関
す
る
国
際
公
聴
会
』、「
日
本
の
戦
後
補
償
に
関
す
る
国
際
公
聴
会
」

実
行
委
員
会
企
画 

／
ビ
デ
オ
プ
レ
ス
制
作
、
ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
一
巻 （
四
〇
分
）〔
Ｖ
Ｈ
Ｓ
〕、 

カ
ラ
ー
、
一
九
九
三
年
。

（
121
） 「
す
る
と
、
王
は
そ
の
人
た
ち
に
言
う
。『
わ
た
し
の
身
内
で
あ
る
、
こ
の
い
ち
ば
ん
小
さ
く
さ
れ
て
い
る
者
の
一
人
に
し
た
の
は
、
わ
た
し
に
し
た

の
で
あ
る
』」（
本
田
哲
郎
訳『
小
さ
く
さ
れ
た
人
々
の
た
め
の
福
音
―
四
福
音
書
お
よ
び
使
徒
言
行
録
―
』、
新
世
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
四
八
頁
）。

349

240066_COデザインセンター紀要 本文(166083) 

 

349 

 

折 

 

2020/10/08 10:06:14

 



あ
と
が
き

本
書
は
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に
大
阪
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
に
提
出
し
た
学
位
論
文
『
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
人
間
学
』（
二
〇
〇
九

年
三
月
に
学
位
授
与
、
同
年
一
一
月
に
大
阪
大
学
言
語
社
会
学
会
博
士
論
文
シ
リ
ー
ズ
第
五
一
巻
と
し
て
出
版
）
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
度
、
大
阪
大
学
Ｃ
Ｏ
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
紀
要
『C

o *D
esign

』
の
特
別
号
と
し
て
掲
載
し
て
い
た
だ
け
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

本
書
の
も
と
と
な
っ
た
学
位
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
大
阪
大
学
の
い
ず
れ
も
現
在
は
名
誉
教
授
の
細
谷
昌
志
先
生
、
尾
上
新
太
郎

先
生
、
小
林
恭
先
生
、
小
野
清
美
先
生
、
高
田
珠
樹
先
生
に
ご
指
導
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
留
学
中
に
は
国
際
ボ
ン

ヘ
ッ
フ
ァ
ー
学
会
を
通
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
・
ク
レ
ト
ケ
先
生
、
故
人
と
な
ら
れ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ル
先
生
、
イ
ル
ゼ
・
テ
ー
ト
先
生
を

は
じ
め
多
く
の
先
生
方
と
の
出
会
い
に
恵
ま
れ
、
ご
支
援
・
ご
指
導
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
研
究
会

の
先
生
方
と
会
員
の
皆
様
は
、
キ
リ
ス
ト
者
で
も
神
学
者
で
も
な
い
私
を
あ
た
た
か
く
迎
え
入
れ
、
つ
ね
に
導
き
、
大
き
な
励
ま
し
と
、
共

に
学
ぶ
喜
び
を
授
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
Ｃ
Ｏ
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
の
池
田
光
穂
先
生
に
は
、
思
い
が
け
な
く
今
回
の
論
文
掲
載
の

お
話
を
い
た
だ
き
、
改
訂
に
あ
た
っ
て
は
、
文
体
や
体
裁
の
変
更
を
含
め
数
々
の
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
、
大
阪
大
学
に
は
、

研
究
の
機
会
だ
け
で
な
く
、
本
書
が
世
に
出
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
研
究
は
、
こ
こ
で
お
名
前
を
あ
げ
た
先
生
方
を
は
じ
め
、
こ
こ
に
記
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
皆
様
と
の
出
会
い
と
導
き
に
よ
っ
て
、
本

書
と
し
て
ひ
と
つ
の
か
た
ち
に
す
る
こ
と
が
叶
い
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
お
世
話
に
な
っ
た
す
べ
て
の
方
々
に
、
心
か
ら
の
感
謝

と
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

岡　

野　

彩　

子

　
　

二
〇
二
〇
年
二
月
一
四
日　

大
阪
に
て
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『宗教学事典』星野英紀他編、丸善、2010年。
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NS-Filmpropaganda: Wunschbild und Feindbild in Leni Riefenstahls  „Triumph des Willens
“  und Veit Harlans „Jud Süß“ , von Daniel Knopp, 2004, Marburg: Tectum.
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ルター，マルティン
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   『キリスト者の自由』塩谷饒訳（『ルター』〈世界の名著 18〉松田知雄編、中
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 2005 『ローマ書講義　下』〈ルター著作集 第二集 第9巻〉徳善義和訳、リトン。
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所編、教文館。
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 1995  『ボンヘッファーを読む　反ナチ抵抗者の生涯と思想』〈岩波セミナーブッ

クス51〉、岩波書店。
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 1993  「解説」著者不明／山内貞男訳『ドイツ神学』〈ドイツ神秘主義叢書 10〉、創
文社、243-307頁。
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  『科学と宗教』稲垣久和ほか訳、教文館。
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ミノワ，ジョルジュ

 2014  『無神論の歴史　上・下　始原から今日にいたるヨーロッパ世界の信仰を
持たざる人々』石川光一訳、法政大学出版局。

宮田光雄
 1986 『ドイツ教会闘争の研究』宮田光雄編、創文社。
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 1999  『宗教多元主義への道　メタファーとして読む神の受肉』間瀬啓允ほか訳、
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   「成人せる世界― D．ボンヘッファーの生涯と思想―」論叢 13号、関西学
院高等部、10-20頁。

 1968  「成人せる世界―ボンヘッファーの現代的意義―」福音と世界 23巻 6号、
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ブローマン，ロニー／シヴァン，エイアル
 2000  『不服従を讃えて―「スペシャリスト」アイヒマンと現代―』高橋哲哉／堀 

潤之訳、東京：産業図書。
フロイト，S．

 1958 『フロイド選集第15巻　精神分析療法』古澤平作訳、日本教文社。
ヘインズ，S．R．／ヘイル，L．B．

 2015  『はじめてのボンヘッファー』船本弘毅訳、教文館。
ヘーゲル，G．W．F．

 1978 『法の哲学』藤野 渉ほか訳『ヘーゲル』〈世界の名著35〉、中央公論社。
 1995 『宗教哲学』（全三巻）木場深定訳、岩波書店。
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戸田山和久
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ノートルダム清心女子大学　キリスト教文化研究所
 2004 『私たちの人間論』、大学教育出版。
野呂芳男

 1970 『実存論的神学と倫理』、創文社。
 1974  「神の死の神学」『教義学講座 第三巻 現代の教義学』佐藤敏夫編、日本基督

教団出版局、77-99頁。
 1975  「金子晴勇著『ルターの人間学』」キリスト教学 通号 16・17号（竹内寛教授

定年記念号）、立教大学キリスト教学会、223-226頁。
 1976  「今日における神観の一問題」キリスト教学 通号 18号、立教大学キリスト

教学会編、1-31頁。
 1980 『神と希望』、日本基督教団出版局。
バーガー，Ｌ．ピーター

 1977  『故郷喪失者たち：近代化と日常意識』Ｂ．バーガー／Ｈ．ケルナー共著、
高山真知子ほか訳、新曜社。

 1987 『異端の時代：現代における宗教の可能性』薗田稔／金井新二訳、新曜社。
 2018 『聖なる天蓋：神聖世界の社会学』〈ちくま学芸文庫〉薗田稔訳、筑摩書房。
羽田 功

 1994 『洗礼か死か―ルター・十字軍・ユダヤ人』、林道舎。
速水敏彦

 1968  「ボンヘッファーの『この世』理解」キリスト教学通号 10、立教大学キリス
ト教学会、37-69頁。

春名純人
 2001  「ブルンナーとバルトの自然神学論争の現代的意義」関西学院大学社会学

部紀要、第89号、70-91頁。
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 2006 「ボンヘッファーとは誰か」福音と世界2006年6月号、新教出版社。
   『キリストの現実に生きて：ナチズムと戦いぬいたボンヘッファー神学の

全体像』、新教出版社。
スターン，J．P．
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高柳俊一
 1993 『カール・ラーナー研究：根底化と希望の思想形成』、南窓社。
ダーウィン，チャールズ

 1989 『種の起源（原書第六版）』堀伸夫ほか訳、槙書店。
田川健三

 1989 『宗教とは何か』、大和書房。
竹下節子

 2010 『無神論―二千年の混沌と相克を超えて―』、中央公論新社。
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 1985  「成人した世界への参与―ディートリヒ・ボンヘッファーの後期神学思想
―」言語文化論集18号、筑波大学現代語・現代文化学系、175-207頁。

ダンテ，A．
 1992 『神曲』平川祐弘訳、河出書房新社。
寺園喜基

 1979  「上田光正著『カール・バルトの人間論』」日本の神学：神学年報 18号、日
本キリスト教学会編、141-146頁。

 1999  『途上のキリスト論　「バルト＝ボンヘッファー」の今日的意味』、新教出版社。
寺林 脩

 1989  「世俗化について：宗教社会学の課題」夙川学院短期大学研究紀要 14巻、
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 2018 『良心学入門』、岩波書店。
豊田 栄

 1984 『マルコ福音書註解3　13章5節－16章20節』、みすず書房。
トラヴェルソ，エンツォ
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まで』〈叢書・ウニベルシタス 510〉宇京賴三訳、法政大学出版局。
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ファー学会二〇一三』（新教コイノーニア29）、新教出版社。
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 2000 『世俗宗教としてのナチズム』〈ちくま新書 245〉、筑摩書房。
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訳〈現代キリスト教思想叢書 10〉、白水社。

佐藤司郎
 2005  「カール・バルトにおける『教会と世』―覚え書」東北学院大学論集 教会と

神学40号、145-173頁。
佐藤忠男

 1980  「（スクリーン労働者論26）ナチスの人間観と労働観：レニ・リーヘンシュター
ル監督『意志への勝利』」月刊総評272号、日本労働組合総評議会、82-85頁。

佐藤敏夫
 1998  「親鸞とバルト、ボンヘッファー非宗教化の問題―」比較思想研究 25号別

冊、比較思想学会、4-6頁。
佐藤正弘

 1966  「ボンヘッファーとわれわれ」大阪市立大学文学部紀要 人文研究 17巻 11
号、52-73頁。

 1967  「成人せる世界―ボンヘッファーとわれわれ（2）―」大阪市立大学文学紀
要 人文研究19巻第1分冊、37-69頁。
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 2004  「ボンヘッファーにおける人間形成論」東北大学大学院研究科研究年報 52

巻、27-43頁。
シュヴァイツァー，E．

 1986  『マルコによる福音書：翻訳と註解』高橋三郎訳。右記収録：ゲルハルト・
フリードリヒ監修『NTD新約聖書註解 1マルコによる福音書』、ATD・
NTD聖書註解刊行会。

ジョッフロワ，ピエール／ケーニヒゼーダー，カリン編
 1972 『アイヒマンの告白：裁きの日の前に』大久保和郎訳、番町書房。
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 1969 カント全集第11巻『人倫の形而上学』吉澤傳三郎ほか訳、理想社。
 1973  カント全集第6巻『純粋理性批判（下）・プロレゴメナ』原 佑ほか訳、理想社。

金子武蔵
 1977 『良心：道徳意識の研究』金子武蔵編、日本倫理学会、以文社。
金子晴勇
 1975 『ルターの人間学』、創文社。

 1976  「ルターの人間学」学術月報第24巻第4号（通巻第368号）、日本学術振興会。
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 1995 『人間学－その歴史と射程』、創文社。
  『マックス・シェーラーの人間学』、創文社。
 2001  『近代人の宿命とキリスト教―世俗化の人間学的考察』、聖学院大学出版会。
 2003 『人間学から見た霊性』、教文館。
 2008 『ルターを学ぶ人のために』金子晴勇／江口再起編、世界思想社。
茅野良男

 1969 『哲学的人間学』、塙書房。
北森嘉蔵

 1996 『神の痛みの神学』〈講談社学術文庫743〉、講談社。
キェルケゴール，セーレン・オービエ

 1999 『キルケゴール』〈筑摩世界文學体系32〉桝田啓三郎訳、筑摩書房。
クスケ，マルティン

 1990  『この世的に生きるキリスト者：ボンヘッファーの幻』日本ボンヘッ
ファー研究会訳、日本ボンヘッファー研究会。
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 1957  「現代における世俗世界の問題」福音と世界12巻9号、新教出版社、32-37頁。
 1964  「現代における宗教―“非宗教化”の問題をめぐって―」福音と世界 19巻 7

号、新教出版社、14-19頁。
 1966  「世俗化の時代のキリスト教」福音と世界21巻4号、新教出版社、12-17頁。
 1970  「ドイツにおける世俗化論」佐藤敏夫ほか編 『講座 現代世界と教会』第1巻、

日本基督教団出版局、123-150頁。
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 1963  「『D. Bonhoe�erの神学』理解の一試み―特に、K. BarthとM. Lutherの神
学との関連において―」東北学院大学論集 一般教育 44号、1-24頁。

 1988 『ルターとバルト』、ヨルダン社。
栗林輝夫

 2007  『現代神学の最前線：「バルト以後」の半世紀を読む』、新教出版社。
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文献

Ⅰ．ボンヘッファーの著作文献

ドイツ語最新版ボンヘッファー全集
Dietrich Bonhoe�er Werke（DBW）.

DBW1  Sanctorum Communio, hrsg. von Joachim von Soosten, München: Chr. 
Kaiser, 1986.

DBW2 Akt und Sein, hrsg. von Hans-Richard Reuter, München: Chr. Kaiser, 1988.
DBW3  Schöpfung und Fall, hrsg. von Martin Rüter u. Ilse Tödt, 2. Auflage, 

Gütersloh: Chr. Kaiser, 2002.
DBW4  Nachfolge, hrsg. von Martin Kuske u. Ilse Tödt, 3. Au�age, Gütersloh: Chr. 

Kaiser, 2002.
DBW5  Gemeinsames Leben: Das Gebetbuch der Bibel, hrsg. von Gerhard L. Müller 

u. Albrecht Schönherr, 2. Au�age, Gütersloh: Chr. Kaiser, 2002.
DBW6 Ethik, hrsg. von Ilse Tödt u. andere, Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1998.
DBW7  Fragmente aus Tegel, hrsg. von Renate Bethge u. Ilse Tödt, Gütersloh: Chr. 

Kaiser, 1994.
DBW8  Widerstand und Ergebung, hrsg. von Christian Gremmels u. andere, 

Gütersloh: Chr. Kaiser, 1998.
DBW9  Jugend und Studium 1918-1927, hrsg. von Hans Pfeifer, München: Chr. 

Kaiser, 1986.
DBW10  Barcelona, Berlin, Amerika 1928-1931, hrsg. von Reinhart Staats u. andere, 

2. Au�age, Gütersloh: Chr. Kaiser, 2005.
DBW11  Ökumene, Universität, Pfarramt 1931-1932, hrsg. von Eberhard Amelung u. 

andere, Gütersloh: Chr. Kaiser, 1994.
DBW12  Berlin 1932-1933, hrsg. von Carsten Nicolaisen u. andere, Gütersloh: Chr. 

Kaiser, 1997
DBW13  London 1933-1935, hrsg. von Hans Goedeking u. anderen, Gütersloh: Chr. 

Kaiser, 1994
DBW14  Illegale Theologenausbildung: Finkenwalde 1935-1937, hrsg. von Otto 

Dudzus u. Jürgen Henkys, Gütersloh: Chr. Kaiser, 1996.
DBW15  Illegale �eologenausbildung: Sammelvikariate 1937-1940, hrsg. von Dirk 

Schulz, Gütersloh: Chr. Kaiser, 1998.
DBW16  Konspiration und Ha� 1940-1945, hrsg. von Jørgen Glenthøj u. anderen, 
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fräumen und versuchte, ein „religionsloses, weltliches Christentum in einer 
mündig gewordenen Welt“ aufzustellen, das verlangt, ohne „religiösen“ Gott zu 
leben. Bonhoe�ers Ansicht nach macht nicht der religiöse Akt den Christen aus, 
sondern das Teilnehmen am Sein Jesu als das „Für-andere-Dasein“ und am Lei-
den Gottes im weltlichen Leben. Christsein heißt nicht, in einer bestimmten 
Weise religiös sein, auf Grund irgendeiner Methodik etwas aus sich machen, 
etwa einen Sünder oder Heiligen. Es heißt einfach Menschsein, nicht ein Men-
schentypus, denn den Menschen schafft Christus in uns. Das ist Bonhoeffers 
Anschauung über die Menschen, zu der er in seiner letzten Periode gelangte.
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Bonhoe�ers Anthropologie

Gewissensproblem bei Schuldübernahme vor allem darum, mit wem dieses innere 
„Mitwissen“ verbunden ist, das heißt, bei wem der Mensch den Einheitspunkt seiner 
Existenz findet.

In bezug auf diese Frage betrachtet Bonhoeffer in seiner unvollendeten Schrift 
Ethik (1949) die folgenden drei Fälle des Gewissens. Im ersten Fall findet ein 
Mensch die Einheit seiner Existenz in seinem eigenen Selbst, in seiner Autonomie 
(das autonome Gewissen), im zweiten, ein Nazi sie in einem anderen Menschen, Ad-
olf Hitler als Erlöser (das heteronome Gewissen) und im dritten, ein Glaubender sie 
in Jesus Christus. Ich versuche diese drei Dimensionen des Gewissens vergleichend 
in Betracht zu ziehen, um zu untersuchen, welche Unterschiede zwischen ihnen bei 
der Verantwortungsübernahme zu sehen sind, und möchte zum Ende erklären, wie 
das Gewissen in Jesus Christus davon befreit wird, prinzipiell an das Gesetz ge-
bunden zu sein. Am Ende schlage ich vor, das von Bonhoeffer erwähnte Gewissen in 
Jesus Christus als „christonomes Gewissen“ zu bezeichnen, in dem man die Chris-
tonomie in der Nachfolge Christi neu finden soll, und in dem der Gegensatz von Au-
tonomie und Heteronomie zu einer höheren Einheit überwunden wird.

Im letzten Kapitel, mit dem Titel „Bonhoeffes Anthropologie in der ‚mündig 
gewordenen Welt‘“ wird Bonhoeffers Verständnis über Menschen betrachtet, das er 
in seinen Gefängnisbriefen erwähnte.

Nach seiner geschichtlichen Betrachtung hat die etwa im 13. Jahrhundert 
begonnene „Säkularisierung“ das Prinzip des Theismus abgelehnt, und damit 
den „Gott“ der allgemeinen religiösen Vorstellung wie „Deus ex machina“, der 
nur an der Grenze des menschlichen Erkenntnisvermögens gerufen wird, aus al-
len von autonomen Menschen beherrschten Bereichen vertrieben. Nun sind die 
mündig gewordenen Menschen aufgetreten, die von der falschen Vorstellung 
von einem Gott der „Religion“ befreit sind und vermögen, Gott in Jesus Christus 
zu finden, der durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt. 
Bonhoe�er begründete diesen geschichtlichen Entwicklungsprozess als eigenen 
Weg Gottes mit Hilfe seiner eigentümlichen �eologie des Kreuzes.

Für Bonhoeffer war „Religion“ nun ein westlich-abendländisches, „ge-
schichtlich bedingtes und vergängliches Phänomen“, dessen Merkmal „Partial-
ität“ ist, ein unzureichendes Weltverständnis, in dem Religion zu einer Provinz, 
einem Reservat der Welt geworden war.

Bonhoe�er wollte mit der traditionellen, falschen Vorstellung von Gott au-
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ches Schöpfung und Fall (1933) betrachtet, das die Genesis 1-3 auslegt. Seiner Hy-
pothese nach hatte der Mensch vor dem Sündenfall in der Einheit mit Gott als sei-
nem Ursprung gelebt. Doch überschritt er die „Grenze in der Mitte“, um die Frucht 
vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu nehmen, und fiel in Sünde. Nun 
war er nicht mehr die „imago dei“, das Bild Gottes, sondern „sicut-deus“, „wie 
Gott“, der nicht nur von Gott, sondern auch vom anderen Menschen, der Natur als 
anderem Geschöpf und sich selbst isoliert war. Diese Situation der „Entzweiung“ 
muss durch die Erlösung Jesu Christi als „Mitte“ und „Mittler“, in dem die Versöh-
nung mit Gott schon verwirklicht ist, zum Ende gebracht werden. Jesus Christus 
wird nun die „neue Mitte“ als Grenze für die Menschen.

Bonhoeffer befasste sich mit der Frage, wer Jesus Christus ist, in seiner Vor-
lesung mit dem Titel „Christologie“. Seiner Ausführung zu entnehmen, ist Christus 
die Mitte unserer Existenz, der Geschichte und der Natur, und auch der Logos 
Gottes, der die Grenze des menschlichen Logos bedeutet. Hier ist Bonhoeffers Vor-
stellung vom Menschen zu beobachten, der Jesu Christo als Logos Gottes nachfolgt 
und die Nächstenliebe in Praxis umsetzt.

Im zweiten Kapitel mit dem Titel „Die Gewissenstheorie in der Anthropologie 
Bonhoeffers“ versuche ich, Bonhoeffers Begriff des Gewissens aufzuzeigen und ihn 
im Zusammenhang seiner Existenz als Widerstandskämpfer zu verstehen. Bonhoef-
fers Erachtens ist das Gewissen ein Zeichen für den entzweiten Zustand des Men-
schen nach dem Fall, nämlich die Isolation von sich selbst. Im Gewissen ruft der 
Mensch sich selbst, den Bösegewordenen, zu seinem eigentlichen, besseren Selbst, 
zum Guten, zurück.

In diesem Kapitel besonders zu betrachten, ist das Problem des Gewissens bei 
Schuldübernahme, weil es den Menschen vor Taten warnt, welche die Übereinstim-
mung mit seinem besseren Selbst bedrohen. Bonhoeffer schrieb vorwiegend im Jahr 
1942 über das Gewissen, zu einer Zeit, da er höchst aktiv an der Widerstandsbewe-
gung gegen Hitler beteiligt war. Er musste sich fragen, ob die Ethik des gewaltlosen 
Widerstands noch gelten könne, wo die Massenermordung der Juden vor Augen war. 
Ein verantwortliches Handeln war schon ohne die Bereitschaft zur Übernahme un-
vermeidbarer Schuld nicht mehr denkbar. 

Etymologisch gesehen beruht der Begriff des Gewissens in Europa auf der Vor-
stellung, dass es für jedes sittlich schlechte Verhalten gegenüber den Menschen oder 
Göttern einen Zeugen, nämlich das innere „Mitwissen“, gibt. Deshalb geht es beim 
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Abstract

Bonhoe�ers Anthropologie

Ayako Okano

Was ist der Mensch? Die Antwort darauf ist und bleibt immer offen, weil an-
scheinend der Mensch als Ganzes in seiner Einheit von Sein und Sollen nicht 
bestimmt werden kann. Die Erkenntnis von der Nichtbestimmbarkeit des Menschen 
ist durch die modernen Humanwissenschaften, z.B. durch Biologie, Psychologie und 
Soziologie bestätigt worden. Durch die Humanwissenschaften gibt es zwar einen 
enormen Zuwuchs an spezieller Erkenntnis über den Menschen, aber deren disparate 
Pluralität macht eine abschließende Definition des Menschen in seiner Gesamtheit 
schwer. Der Mensch ist, wie Helmuth Plessner (1892–1985) sagt, „ein Wesen, das 
uns nach Herkunft und Bestimmung gleichermaßen dunkel ist“.

Dietrich Bonhoeffer (4.2.1906–9.4.1945), ein Pfarrer und Theologe der 
deutschen evangelischen Kirche, stand oft in seinem Leben vor der Frage: Wer bin 
ich? Doch immer wenn ihn diese Frage fesselte, gab er auf, die Antwort in sich selb-
st zu finden, und suchte sie in der Bibel als Wort Gottes.

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit liegt darin, den Gedanken Bonhoeffers 
neu aus dem anthropologischen Gesichtspunkt zu interpretieren, ohne von den bish-
erigen Auffassungen beeinflusst zu werden, die ihn nur als Pionier eines Zeitgeistes 
betrachten oder im engen Rahmen der Dogmatik verstehen wollen. Dabei handelt es 
sich vor allem darum, die Theologie Bonhoeffers, der am Attentat auf Adolf Hitler 
vom 20. Juli 1944 beteiligt war, im Zusammenhang mit seiner Existenz zu begreifen. 

Im ersten Kapitel, mit dem Titel „Bonhoeffers Anthropologie mit dem Schlüs-
selwort ‚Grenze‘“, beschäftige ich mich mit der Frage, was charakteristisch für Bon-
hoeffers Anthropologie ist und unterscheide zunächst die theologische Anthropologie 
von der philosophischen. Bonhoeffers Ansicht nach versteht sich der Mensch in der 
Philosophie immanent aus seinem „Werk“, seiner Möglichkeit heraus, dagegen er 
sich in der Theologie von seiner „Grenze“, nämlich in der Beziehung mit Gott als 
Transzendenz begreift. 

Als nächstes wird Bonhoeffers Anschauung über Menschen an Hand seines Bu-
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