
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期

「
聖
霊
派
」

に
つ
い
て

1

1

1

聖
潔
の
教
理
を
中
心
に
l

l

也

上

良

正

問
題
の
所
在
と
具
体
的
課
題

あ
ら
ゆ
る
研
究
分
野
に
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

日
本
の
近
代
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
も
、
濃
密
で
詳
細
な
考
証
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
テ

i
マ
の
際
関
に
、

し3

つ
か
の
重
大
な
空
白
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
「
聖
霊
派
」
と
呼
ば
れ
、
聖
智
正
に
よ
る
聖

潔
(
き
よ
め
)

や
神
癒
(
い
や
し
)

の
働
き
を
強
く
唱
え
た
人
々
の
活
動
で
あ
る
。
特
に
中
国
重
治
を
中
心
と
す
る
中
央
福
音
伝
道
館
(
東
洋
宣
教
会
)

や
、
そ
の

機
関
誌
『
焔
の
千
は
ら
な
ど
、
後
の
ホ

i
リ
ネ
ス
教
会
に
つ
な
が
る
系
譜
の
初
期
段
階
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
宗
教
学
は
も
と
よ
り
、
歴
史
学
や
キ
リ
ス
ト
教
界
の
内

部
に
お
い
て
も
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

初
期
「
聖
霊
派
」
が
、
研
究
史
の
う
え
で
軽
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
彼
ら
が
し
ば
し
ば
「
盲
信
」
「
単

純
」
「
極
端
」
な
ど
の
レ
ッ
テ
ル
を
鮎
ら
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
妥
協
を
知
ら
な
い
言
動
は
、
「
日
本
的
」
と
さ
れ
て
き
た
集
団
志
向
的
な
文
化
特
性
へ

の
親
和
性
を
欠
く
ば
か
り
で
な
く
、
「
近
代
」
の
価
値
や
枠
組
み
に
も
馴
一
染
ま
な
い
体
質
の
故
に
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
、
異
端
的
存
在
な
い
し
は
身
内
の

「
恥
部
」
と
見
な
さ
れ
て
、
遠
ざ
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
彼
ら
の
非
妥
協
的
姿
勢
を
根
底
で
支
え
る
終
末
(
再
臨
)

へ
の
救
出
王
は
、

を
ふ
り
ま
く
も
の
と
し
て
警
戒
さ
れ
る
。
思
想
的
側
面
か

一
部
の
人
々
に

は
大
き
な
魅
力
と
な
る
一
方
で
、
社
会
の
主
流
を
占
め
る
大
半
の
近
代
人
に
と
っ
て
は
、
危
険
な

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
す



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期

に
つ
い
て

ら
見
て
も
、
そ
の
「
単
純
さ
」
は
研
究
者
の
食
指
が
動
き
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
西
欧
文
明
と
一
体
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
、

日
本
の
伝
統
的
価
値

観
や
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
相
魁
の
な
か
で
苦
翻
を
続
け
た
植
村
正
久
、
海
老
名
弾
正
、
新
渡
戸
稲
造
、
内
村
鑑
三
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
者
や
、
徳
富
一
虚
花
、
有

島
武
郎
な
ど
の
棄
教
し
た
文
学
者
た
ち
に
比
べ
る
と
、
「
聖
霊
派
」

の
言
動
は
思
相
心
的
な
深
み
に
欠
け
る
と
見
な
さ
れ
や
す
い
。

た
し
か
に
「
聖
垂
直
派
」

は
思
想
の

人
々
と
い
う
よ
り
、
実
践
の
人
々
で
あ
っ
た
。
受
容
層
が
一
部
の
知
識
階
級
や
学
生
な
ど
に
限
定
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
あ
っ
て
、
寸
前
主
一

笠
派
」
は
、
こ
れ
ら
に
収
ま
り
き
れ
な
い
幅
を
も
っ
て
い
た
。
多
く
の
信
徒
た
ち
の
関
心
は
、
哲
学
や
思
想
よ
り
も
祈
り
や
癒
し
な
ど
の
実
践
で
あ
り
、
宣
教
の
場

で
も
単
純
で
平
明
な
一
一
一
一
口
説
が
好
ま
れ
た
。

一
方
、
実
践
が
重
視
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
「
聖
霊
派
」
は
政
治
問
題
や
社
会
問
題
へ
の
関
与
に
は
冷
淡
で
あ
り
、
む
し
ろ
積
極
的
な
拒
絶
の
姿
勢
が
強
か
っ
た
。

社
会
福
祉
を
使
命
と
し
た
救
世
軍
の
山
室
箪
兵
や
、
労
働
組
合
運
動
に
貢
献
し
た
賀
川
豊
彦
な
ど
に
比
し
て
、
中
田
重
治
に
代
表
さ
れ
る
「
聖
霊
派
」
の
社
会
事
業

へ
の
消
極
性
や
守
旧
的
性
格
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
狭
隆
な
民
族
主
義
的
イ
デ
オ
ギ

i
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
っ
た
「
埋
没
型
」
の
土
着
化
を
示
す
も
の
と
し
て
、
後
世

の
研
究
者
の
反
発
や
嫌
悪
を
買
い
や
す
か
っ
た
と
い
え
る
。

ホ
i
リ
ネ
ス
の
歴
史
の
な
か
で
か
ろ
う
じ
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
第
二
次
大
戦
期
の
弾
圧
事
件
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
上
記
の
事
実
を
裏
面
か
ら
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
弾
圧
に
至
っ
た
彼
ら
の
信
仰
の
強
靭
さ
が
称
え
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
の
「
社
会
科
学

的
認
識
の
欠
如
」
な
ど
が
批
判
さ
れ
た
り
す
る
。
加
え
て
、
昭
和
八
年
の
分
裂
事
件
を
契
機
に
、
現
在
の
ホ
!
リ
ネ
ス
系
教
派
の
主
流
は
、
中
田
に
よ
る
初
期
の
運

動
と
直
結
し
難
い
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
当
事
者
内
部
に
お
い
で
さ
え
、
初
期
の
系
譜
の
再
検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の

図
を
な
し
て
い
る
と
考
え

L

ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
初
期
「
聖
霊
派
」
は
、

日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
界
の
知
識
人
に
と
っ
て
も
、
非
キ
リ
ス
ト
者
の
歴
史
家
や
思

想
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
共
感
や
魅
力
を
抱
き
難
い
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

筆
者
が
初
期
「
聖
霊
派
」
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、

二
O
世
紀
後
半
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
運
動
の
世
界
的
台
頭
に
対
す
る
関
心
、
特

に
日
本
に
お
け
る
近
年
の
展
開
に
対
す
る
興
味
か
ら
で
あ
る
。
沖
縄
県
で
の
調
査
研
究
な
ど
を
通
し
て
、
筆
者
の
関
心
領
域
で
あ
る
「
民
俗
・
民
衆
宗
教
」
研
究
の

視
角
か
ら
、
こ
の
運
動
の
も
つ
創
造
的
側
面
に
光
を
当
て
よ
う
と
努
め
て
き
た
が
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
運
動
の
歴
史
的
系
譜
を
辿
る
作
業
の
な
か
で
、
今
日
の
聖

霊
運
動
の
基
本
的
特
徴
が
、
す
で
に
二

O
世
紀
初
頭
に
「
聖
霊
派
」
と
よ
ば
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
広
く
説
か
れ
、
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
戦

後
の
ホ

i
リ
ネ
ス
教
団
に
代
表
さ
れ
る
福
音
派
は

い
わ
ゆ
る
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
派
を
中
心
と
す
る
昨
今
の
聖
霊
運
動
の
台
頭
に
は
、

む
し
ろ
過
敏
な
ほ



ど
の
警
戒
心
を
抱
い
て
い
る
。
今
日
、
福
音
一
派
と
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
派
と
は
、
特
に
日
本
本
土
で
は
「
水
と
油
」
と
い
っ
た
感
さ
え
あ
る
。
日
本
の
近
代

史
の
な
か
に
「
聖
霊
派
」
「
聖
霊
運
動
」

の
淵
源
を
辿
る
試
み
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
の
「
ね
じ
れ
」
関
係
が
、

な
ぜ
生
じ
た
の
か
を
解
き
明
か
す
手
が
か
り
を
も

与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
強
誠
し
て
お
き
た
い
論
点
は
、
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
る
傾
向
の
強
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
「
聖
霊
派
L

の
再
検
討
が
、

日
本
的
宗
教
嵐
土
に
お
け
る
「
信
仰

ラ
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
」
の
意
味
を
捉
え
直
す
と
い
う
重
要
な
課
題
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
初
期
「
聖
霊
派
」
の
性
格
を
、
「
単
純
」
「
偏
狭
」

「
社
会
科
学
的
認
識
の
欠
如
」
な
ど
の
言
葉
で
批
評
す
る
こ
と
は
易
し
い
。
そ
こ
に
は
「
思
想
」
と
よ
ぶ
に
値
す
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
と
い
っ
た
結
論
も
、
あ
る

程
度
ま
で
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
見
る
と
き
、

日
本
の
文
化
的
・
社
会
的
風
土
や
近
代
の
歴
史
的
潮
流
に
お
よ
そ
馴
染
ま
な
い
価

値
に
固
執
し
、
あ
え
て
愚
直
・
孤
立
の
道
を
貰
徹
し
よ
う
と
し
た
人
々
の
言
動
か
ら
は
、
多
く
の
考
え
る
べ
き
問
題
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

好
悪
の
清
や
価
値
判
断
を
当
面
留
保
し
て
、
彼
ら
の
言
動
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
冷
静
に
見
つ
め
宣
す
作
業
が
必
要
に
な
ろ
う
c

そ
れ
は
、

し
ば
し
ば

現
世
肯
定
的
、
集
国
志
向
的
な
ど
と
評
さ
れ
る
日
本
の
文
化
風
土
の
な
か
で
、
あ
る
種
の
「
主
芳
子
を
含
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教
的
「
信
仰
ラ
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
」

の
意
味

を
問
い
直
す
、

と
い
う
視
座
を
開
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
大
き
な
研
究
対
象
に
関
し
て
、
筆
者
は
当
面
の
具
体
的
課
題
と
し
て
、
次
の
四
つ
を
考
え
て
い
る
。

①
徹
底
し
た
「
聖
潔
」

の
主
張
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
信
仰
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
問
題
。

②
疾
一
薬
を
拒
否
し
た
「
神
癒
-

の
信
仰
と
、
信
徒
や
そ
の
家
族
の
死
の
受
容
と
の
葛
藤
。

③
近
代
文
明
へ
の
嫌
悪
と
、
近
代
的
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
の
問
題
。
特
に
電
信
員
伝
道
に
お
け
る
種
々
の
メ
タ
フ
ァ
!
の
検
討
。

④
信
仰
ラ
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
を
根
底
で
支
え
る
「
再
臨
」
信
仰
の
意
味
。

紙
面
の
制
限
も
あ
り
、
本
稿
で
は
①
の
課
題
に
限
定
し
て
論
ず
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
す



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
護
派
」
に
つ
い
て

1m 

初
期
「
聖
霊
派
」
と
は
伺
か

i
i
対
象
の
範
囲
と
時
期
の
設
定

ま
ず
、
本
稿
で
初
期
「
聖
霊
派
」
と
は
何
を
指
す
か
、
ま
た
考
察
の
年
代
を
ど
こ
に
置
く
か
、
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

「
壁
一
智
正
一
点
」
は
当
事
者
た
ち
の
自
称
で
は
な
い
。
し
か
し
、
明
治
の
末
期
、
あ
る
一
群
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
、
か
な
り
広
く
使
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。

た
と
え
ば

『
焔
の
舌
』
明
治
三
六
年
一
一
月
二
五
日
号
掲
載
の
、
中
国
重
治
が
九
州
伝
道
を
一
記
し
た
「
聖
戦
日
誌
ー
一

に
は
、
「
世
間
よ
り
聖
霊
派
の
連
中
に
目
さ
れ

て
居
る
私
共
は
最
早
秘
密
の
団
体
で
な
く
公
然
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

せ

い

れ

い

は

ー

あ

だ

な

「
聖
霊
派
の
仇
名
」

の
明
治
三
八
年
三
月
二
五
日
号
で
は
、

と
題
し
て
、 霊

に
よ
り
て
行
み
後
指
さ
、
る
冶
や
う
な
事
を
為
す
べ
き
で
あ
り
ま
せ
ん
」

び

ゃ

う

て

き

め

い

し

ん

け

い

は

く

か

ん

じ

ゃ

う

て

さ

む

が

く

か

ら

さ

は

ぎ

「
今
で
も
病
的
だ
の
迷
信
だ
の
軽
薄
だ
の
感
情
的
だ
の
無
学
だ
の
空
騒
す
る
な
ど
、

と
あ
り
、

同
誌

し

ゅ

こ

と

ば

も

ひ

や

っ

を

種
々
の
諾
を
以
て
批
評
し
て
居
り
ま
す
」
と
し
て
い
る
。
「
聖
霊
派
L

は
む
し
ろ
外
部
者
か
ら
の
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
世
間
に
流
通
し
て
い
た
呼
称
で
あ
っ

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

当
事
者
た
ち
の
自
覚
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
き
よ
め
」

の
重
視
や
、

そ
れ
に
伴
う
「
聖
一
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
¥

さ
ら
に
中
田
を
中
心
と
す
る
中
央
福
音
伝
道

館
で
は
、

「
四
重
の
福
音
」

と
い
っ
た
教
説
が
早
く
か
ら
掲
げ
ら
れ
た
も
の
の
、

辿
る
と
、

き
よ
め

み
ず
か
ら
の
立
場
を
明
確
に
「
聖
潔
派
」

J
6

は

せ

い

れ

い

は

く

わ

い

ぶ

よ

ば

し

ん

じ

ゃ

い

ま

に

ほ

ん

ぜ

ん

こ

〈

ゆ

さ

わ

た

「
霊
潔
派
ま
た
聖
霊
一
点
と
外
部
よ
り
呼
る
、
信
者
は
今
や
日
本
全
留
に
行
渡
っ
て
居
る
」

と
認
知
し
た
記
事
と
し
て
は
、 超

教
一
点
的
な
伝
道
集
団
で
あ
る
こ
と
が
強
識
さ
れ
た
。

い

は

ゆ

る

さ

よ

め

は

コ
前
謂
聖
潔
派
」
が
注
自
さ
れ
る
。

現
存
す
る

『
焔
の
舌
』
を

明
治
西
三
年
一

月
二
五
日
号
の

こ
こ
で
は

と
し
て
、

聖
潔
派
と
聖
霊
派
が
同
義
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

「
聖
潔
派
」
が

自
覚
的
呼
称
と
し
て
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

む
し
ろ
大
正
年
間
に
入
っ
て
か
ら
で
、

大
正
五
年
一
月
二
七
日
号
で
は
、

き

よ

め

う

ん

ど

う

ふ

ん

ぷ

「
聖
潔
運
動
の
分
布
」

と
い
う
見

J

」

J

¥
ノ
ゴ
し
一
ミ
才
、
ミ
入
ノ
1
j

、

は

μ
l
L
U
一一一一口討弓，刀
J
d
v
J

に

ほ

ん

お

s
i
-
-
4
じ

よ

め

そ

の

し

ん

で

つ

い

こ

う

ぜ

ん

せ

ん

で

ん

ゐ

「
日
本
に
於
て
聖
潔
を
其
信
条
の
う
ち
に
入
れ
て
公
然
宣
伝
し
て
居
る
も
の
」

と
し
て
、

東
洋
宣
教
会
、

自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
、

ア
ラ
イ
ア
ン

ス
教
会
、

ナ
ザ
レ
ン
教
会
、
へ
ブ
シ
パ
伝
道
会
の
五
つ
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
ほ
か
救
世
軍
、
日
本
伝
道
隊
の
教
役
者
も
こ
れ
を
信
じ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
向
年

さ

よ

め

は

け

っ

て

ん

一
日
号
で
は
「
聖
潔
派
の
一
欠
点
」
、
一

O
月
五
日
号
で
は
「
聖
潔
派
の
特
色
」
と
あ
っ
て
、
明
確
な
一
派
と
し
て
の
自
覚
や
反
省
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に

J~ 

の
昭
和
二
年
一
月
六
日
か
ら
十
数
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
米
自
豊
に
よ
る
「
日
本
に
於
け
る
ホ

i
リ
ネ
ス
運
動
」

と
い
う
回
顧
論
の
冒
頭
で
は
、
「
き
よ
め
の
三
の
流
」
と
し
て
、
日
本
で
の
「
き
よ
め
の
運
動
」
の
三
つ
の
源
流
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ

i
リ
ネ
ス

『
焔
の
舌
』
を
改
称
し
た
『
き
よ
め
の
友
』

教
会
、
自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
、

日
本
伝
道
隊
で
あ
る
。
こ
の
三
源
流
の
同
定
は
、

日
本
に
流
入
し
た
ウ
ェ
ス
レ
ア
ン
・
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
の
三
つ
の
主
要
な
群
れ
と



し
て
、
戦
後
の
ホ

i
リ
ネ
ス
教
団
の
自
己
理
解
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

表
ー
は
、
筆
者
が
作
成
し
た
初
期
「
聖
霊
一
点
」
略
年
表
で
あ
る
。
中
田
重
治
の
ホ

i
リ
ネ
ス
教
会
成
立
ま
で
の
歩
み
を
軸
に
、
上
記
の
三
つ
の
流
れ
に
関
わ
る
主

要
事
項
を
加
え
た
。
本
稿
は
初
期
「
聖
霊
派
」

の
詳
細
な
虎
史
的
復
元
を
課
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
概
要
の
み
を
記
し
た
。
パ
ッ
ク
ス
ト
ン
や
自
由
メ
ソ

ジ
ス
ト
の
流
れ
ま
で
を
「
聖
霊
派
」
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
に
は
批
判
も
あ
ろ
う
。
当
事
者
た
ち
の

て
ば
、
む
し
ろ
聖
潔
運
動
、
純
揺
音
運
動
な
ど
と
称

す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
上
で
述
べ
た
問
題
関
心
の
も
と
に
、
あ
く
ま
で
も
今
日
の

運
動
の
淵
源
を
探
る
視
点
に
す
一
つ
。
し
た
が
っ
て
、
早
く
か

ら

の
働
き
を
重
視
し
、

ペ
ン
テ
コ
ス
テ
的
「
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
」
な
ど
を
積
極
的
に
主
張
し
た
キ
リ
ス
ト
者
の
群
れ
を
、
初
期
「
聖
霊
派
」
と
し
て
押

さ
え
て
お
き
た
い
。
も
と
よ
り
、
当
時
か
ら
こ
の
一
誌
に
込
め
ら
れ
て
い
た
、
蔑
称
と
し
て
の
意
味
合
い
を
含
ま
せ
よ
う
と
い
う
意
図
は
な
い
。

ま
ず
特
記
す
べ
き
は
、
後
に
日
本
に
お
け
る
「
翠
潔
運
動
の
父
」
と
称
さ
れ
た
英
国
人
、

パ
i
ク
レ
!
・
パ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
事
績
で
あ
る
。
彼
は
英
国
国
教
会
に

所
属
し
、
同
教
会
内
の
海
外
伝
送
協
会

(
C
M
S
)
の
後
援
で
来
日
し
た
宣
教
師
で
あ
っ
た
が
、
教
派
に
と
ら
わ
れ
な
い
伝
道
で
、

日
本
の
純
福
音
運
動
の
指
導
者

た
ち
を
数
多
く
育
て
た
。
最
初
は
松
江
、
後
に
は
神
戸
に
本
拠
を
お
い
て
、

日
本
伝
道
隊
(
〕
山
一
)
ち
?
自
主
広
三
宮
コ
(
一
)
を
組
織
し
た
。
聖
潔
の
教
義
を
重
ん
じ
、

の
バ
プ
テ
ス
マ
ー
一
を
説
い
た
と
い
う
。
明
治
二
四
年
か
ら
約
一

0
年
間
に
わ
た
る

す
で
に
来
日
直
後
の
日
本
語
習
得
中
の
時
期
か
ら
宣
教
師
た
ち
を
集
め
て

松
江
で
の
活
動
は
、
本
稿
で
初
期
「
聖
霊
派
し
と
し
て
包
括
し
た
、
聖
潔
や
純
福
音
を
信
条
と
す
る
若
者
た
ち
を
引
き
寄
せ
、

ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
、
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
れ
を
「
松
江
バ
ン
ド
」
と
し
て
再
評
価
す
る
動
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
流
派
に
よ
る
近
代
日
本
キ
リ
ス
ト
教

史
で
は
、
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。

次
に
注
目
す
べ
き
は

一
八
八

0
年
代
後
半
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
シ
ア
ト
ル
な
ど
ア
メ
リ
カ
一
西
海
岸
に
起
こ
っ
た
リ
バ
イ
パ
ル
に
触
発
さ
れ
、
聖
潔
、
神
癒
、

再
臨
の
強
い
信
'
仰
を
携
え
て
帰
国
し
た
河
辺
貞
吉
、
笹
尾
鉄
三
郎
、
松
野
菊
太
郎
ら
が
、
金
ハ
人
口
(
御
牧
)
碩
太
郎
、

土
肥
修
平
、
須
永
徳
太
郎
と
い
っ
た
人
々
と
、

芝
の
桜
田
本
郷
町
に
一
軒
家
を
借
り
て
行
な
っ
た
伝
道
活
動
で
あ
る
。
後
に
「
小
さ
き
群
」
と
よ
ば
れ
、

ホ
!
リ
、
不
ス
教
団
史
な
ど
で
は
「
日
本
に
お
け
る
最
初
の

ホ

i
リ
、
ネ
ス
運
動
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
江
戸
の
甘
酒
屋
の
大
行
燈
に
倣
っ
た
行
燈
を
造
り
、
「
キ
リ
ス
ト
罪
人
の
為
に
死
に
給
へ
り
」
と
記
し
、
罪

人
の
横
に
赤
で
「
あ
な
た
」
と
ふ
り
が
な
を
つ
け
、
こ
れ
を
車
で
引
き
由
し
て
伝
送
し
た
と
い
う
。
後
に
河
辺
は
自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
牧
師
に
、
笹
尾
は
聖
書

学
院
教
授
を
経
て
自
給
伝
道
者
と
な
る
な
ど
、
「
小
さ
き
群
」

の
面
々
は
個
性
的
な
道
を
歩
む
c

彼
ら
は
ま
た
、

バ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
も
親
交
が
深
か
っ
た
。
明
治
二

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
号

Ji 



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

初期「聖霊派j 略年表

r…始の F クスト来日

24年(1891)4月、パックストン、松江へ赴任。 超教派の祈祷会などを開き、聖潔や聖霊のバ

プテスマを説く (のちに E!本における「聖潔運動の父」と称される)。

27年(1894)3月、河辺貞吉、笹尾鉄三郎、アメリカより帰国。松野菊太郎、金谷(御牧)碩

太郎、土肥修平、須永徳太郎とともに「桜田本郷組J (のちに「小さな群」

二「日本における最初のホーリネス運動」と称される)。

河辺は自由メソジスト教会の牧師として淡路で開拓伝道。

30年(1897)1 J月、中国重治、シカゴのムーデイー聖書学院で聖霊体験。

31{!:. (1898) 9月、中田、英国をまわって帰国。

表 1

32年(1899)6月、中田、『焔の舌」右Ij干iJ。

カウマン夫妻来日。

4月、中田とC.Eカウマン、神田表神保町に中央福音伝道館と聖書学校を設立。

学生に栗原(多辻)春吉、伊中小市、のちに多辻敏子、米田豊など。

341':手 (1901)2月、

ームー

F¥ 

36年(1903)4月、キルボルン宇都宮に赴任、車田秋次、iJj!1J奇亭治などの電信員を導き、電信

員伝道の機関誌 f天よりの電報」を発行。

37年(1904) 夏、パックストン、ウィクルスらの協力を得て「日本伝道隊」を組織。日本人

評議員に竹田俊造、{員i牧碩太郎、三谷種吉。

10月J聖書学院、淀橋柏木に移転。

38年(1905)11月、聖書学院と伝道館を東洋宣教会と名乗る。理事にカウマン夫妻、キルボル

ン、中田、笹尾の 5名。

39年(1906)4月一40年 6月、中田、心霊上の不安から世界一層旅行。

41年川一大正4年、車田、 UJ崎らの日本キリスト教電信員協会、機関誌として r電使， I 

を発行。

44年(1911)10月、中国・カウマンの意見対立(いわゆる聖教団事件)

大正 2年(1913)5月、中間、東洋宣教会の再編成を発表。

3年(1914)12月、笹尾、自給伝道者として全国伝道中に死去。

6年(1917)1月、機関紙を『聖潔之友』に改称。(大正11年 1月より『きよめの友.，g)。

10月、東洋宣教会日本ホーリネス教会が組織され、中田監督となる。
」 ー

ト35年叫 8月 E.Aキルボルン来日。
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バ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
河
辺
を
松
江
に
招
い
て
特
別
集
会
を
開
い
た
が
、

こ
の
と
き
河
辺
は

「
ヨ
ハ
ネ
第
一
の
手
紙
』

七
を
も
と
に
聖
潔
を
激
し
く
説

だ
と
反
対
し
た
者
も
あ
っ
た
が
、

い
た
た
め
、
集
会
は
さ
な
が
ら
小
リ
バ
イ
パ
ル
の
状
況
を
呈
し
た
と
い
う
。
教
役
者
会
は
二
分
す
る
騒
ぎ
で
、
生
粋
の
聖
公
会
員
の
な
か
に
は
、
こ
れ
は
悪
魔
の
声

と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

バ
ッ
ク
ス
ト
ン
自
身
は
十
年
間
の
祈
り
が
答
え
ら
れ
た
と
泣
き
崩
れ
て
感
謝
し
た
、

こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
流
れ
が
あ
る
が
、
初
期
「
聖
霊
派
」
を
糾
合
し
、

そ
の
存
在
を
世
に
知
ら
し
め
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
中
田

重
治
で
あ
り
、
彼
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
カ
ウ
マ
ン
と
と
も
に
開
い
た
中
央
福
音
伝
道
館
や
、

そ
の
機
関
誌
『
焔
の
舌
』

で
あ
っ
た
。
中
田
は
明
治
三
年
、
弘
前
に
生
ま

れ
、
本
多
蒋
一
が
牧
会
す
る
弘
前
教
会
を
通
し
て
受
洗
に
至
る
。

メ
ソ
ジ
ス
ト
の
教
師
と
な
っ
て
北
海
道
・
千
鳥
な
ど
で
伝
道
に
従
事
す
る
が
、
霊
的
な
行
き
詰
ま

り
を
感
じ
て
、
明
治
二
九
年
、
渡
米
し
て
シ
カ
ゴ
の
ム

i
デ
ィ
聖
書
学
院
に
入
学
す
る
。
翌
一
一
一

O
年
、
聖
潔
の
体
験
を
得
て
、

三
一
年
に
英
国
を
ま
わ
っ
て
帰
国
。

一一一
一

三
四
年
に
は
ア
メ
リ
カ
で
知
り
合
っ
た
カ
ウ
マ
ン
夫
妻
が
来
弓
し
、
そ
の
協
力
を
得

て
、
神
田
に
中
央
福
奇
伝
道
館
と
聖
書
学
校
(
後
の
東
京
聖
書
学
院
)
を
開
い
た
。
初
期
の
教
授
陣
に
は
笹
尾
鉄
三
郎
、
武
田
駒
吉
な
ど
が
招
か
れ
た
。
こ
れ
ら
は

に
『
焔
の
舌
』
を
創
刊
す
る
。

年

メ
ソ
ジ
ス
ト
派
を
脱
退
し
、

三
八
年
に
東
洋
宣
教
会
と
名
乗
る
よ
う
に
な
る
が
、
独
立
の
教
派
を
、
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、

い
か
な
る
教
派
で
あ
れ
、
聖
潔
を
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
者
の
拠
点
た

る
こ
と
が
宣
一
一
一
目
さ
れ
た
。
実
際
、
当
時
の

『
焔
の
舌
』

に
は
、
自
由
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
河
辺
貞
吉
、

パ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
感
化
を
受
け
た
秋
山
由
五
郎
、
三
谷
撞
士
口
、
竹

田
俊
造
な
ど
の
消
息
や
論
説
も
載
せ
ら
れ
た
。

と
は
い
え
、
東
洋
宣
教
会
の
発
展
が
、
中
田
重
治
の
強
い
個
性
と
彼
の
個
人
的
な
カ
リ
ス
マ
性
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
う
し

た
中
田
の
主
導
性
は
、
カ
ウ
マ
ン
、
キ
ル
ボ
ル
ン
な
ど
の
外
国
人
宣
教
師
と
の
対
立
を
生
む
。
そ
れ
が
露
呈
し
た
の
が
明
治
四
四
年
の
い
わ
ゆ
る
「
聖
教
団
事
件
」

で
あ
る
。
ト
ラ
ブ
ル
自
体
は
一
応
の
和
解
で
決
着
す
る
が
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
、

て
き
た
笹
尾
鉄
三
郎
が
聖
書
学
院
を
離
れ
、

つ
ね
に
「
父
親
的
」
と
い
わ
れ
た
中
田
に
対
し
て

さ
ら
に
彼
が
大
正
三
年
の
年
末
に
四
六
歳
で
病
死
す
る
と
、
東
洋
宣
教
会
は
い
っ
そ
う
中
田
色
が
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ

「
母
親
的
」
役
割
で
補
佐
し

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
動
き
の
な
か
で
、
大
正
六
年
正
月
か
ら
『
焔
の
舌
』

l十
.'" 

の
友
』
に
改
称
さ
れ
、
同
年

一
月
に
は
、
東
洋
官
一
教
会
ホ

i
リ
ネ
ス

教
会
と
い
う
独
立
教
派
の
成
立
と
な
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
初
期
「
聖
霊
派
」

の
活
動
の
時
期
を
、

バ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
来
日
し
、
河
辺
、
笹
尾
、
中
田
ら
が
渡
米
し
た
明
治
二

0
年
代
か
ら
、
こ
の
ホ

i
リ
ネ
ス

教
会
が
成
立
し
た
大
正
六
年
ま
で
の
約
一
二

0
年
間
と
す
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
前
半
部
に
つ
い
て
は
、
依
拠
す
べ
き
一
次
資
料
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
。
し
た

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
す

七



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

J¥ 

が
っ
て
、
個
々
の
人
物
の
一
評
伝
や
全
集
な
ど
の
二
次
資
料
を
別
に
す
れ
ば
、
考
察
の
主
た
る
素
材
は
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
が
収
集
・
編
集
し
た
明
治
三

六
年
以
降
の

「
焔
の
舌
』

の

に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

聖
潔
の
教
理

『
焔
の
舌
』

は
平
く
か
ら

「
四
重
の
福
昔
」

乙
っ
ゅ
う

F
A

く

い

い

ん

だ

い

た

ん

と

き

「
四
重
の
福
音
を
大
胆
に
説
ま
し
た
。

を
旗
印
に
掲
げ
て
い
た
。

明
治
三
七
年
一

O
月
二
五
日
号
は
発
刊
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
号
に
当
た
っ
て
い
た
が
、

こ

れ

た

め

ず

い

ぶ

ん

は

げ

こ

う

げ

さ

う

け

口

れ

ら

こ

ん

ご

か

み

た

す

け

よ

是
が
為
随
分
激
し
き
攻
撃
を
も
受
ま
し
た
が
、
我
僚
は
今
後
と
も
神
の
助
に
依
り

笹
尾

鉄
三
郎
に
よ
る
そ
の
回
顧
記
事
で
は
、

-

J

カ

ち

う

じ

っ

ζ

け

っ

し

ん

じ

ふ

じ

か

あ

が

な

ひ

ょ

す

く

ひ

げ

ん

せ

お

け

ま

っ

た

き

よ

い

や

く

よ

た

ず

か

み

よ

り

い

や

慣
ら
ず
忠
実
に
説
く
決
心
で
す
」
と
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
「
十
字
架
の
購
に
由
れ
る
救
、
現
世
に
於
る
全
き
潔
め
、
区
一
薬
に
頼
ら
ず
唯
神
に
因
て
癒
さ
る
、

こ

と

ね

ん

じ

だ

い

ま

へ

す

な

は

ち

か

し

ょ

っ

ら

し

し

お

い

し

ゅ

さ

い

h

リ

ん

た

ま

事
、
千
年
時
代
前
即
ち
近
き
将
来
に
於
て
主
再
臨
し
給
は
ん
事
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

聖
潔
、

間
三
八
年
二
一
月
二
日
号
の

と

つ

よ

う

せ

ん

け

う

く

わ

い

な

ん

「
東
洋
宣
教
会
と
は
何
ぞ
や
」

と
い
う

中
国
重
治
に
よ
る
論
説
で
は
、

@

@

@

@

@

Z

を

す

く

ひ

「
四
重
の
福
音
と
申
し
て
救
、

の
再
臨
、

い

や

し

と

神
癒
を
説
き
ま
す
L

と
あ
っ
て
、

「
教
理
と
し
て
は
大
体
に
於
て
ウ
ェ
ス
リ

i

の
説
き
た
る
も
の
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
聖
書
は
一

く

か

み

こ

と

は

し

ん

一
句
神
の
言
と
し
て
信
じ
ま
す
」

と
し
て
い
る
。

聖
書
学
院
の
案
内
に
は

「
何
教
派
に
も
属
し
ま
せ
ん
。

た

よ

カ

み

け

も

つ

く

わ

い

ぞ

く

を

り

ま

す

口
ハ
神
の
教
会
に
属
し
て
居
升
」

ま

い

た

ん

せ

ん

で

ん

よ

て

う

わ

@

@

@

@

@

@

@

魔
は
異
端
を
宣
伝
し
世
と
調
和
せ
し
め
ま
す
か
ら
必
要
上
排
他
主
義
を
と
り
ま
す
」
と
し
て
、
事
実
上
の
限
定
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
『
焔
の
舌
』
は
し
ば
し
ば
「
全

た

ん

ぞ

く

、

ね

む

か

せ

ん

せ

ん

ふ

こ

く

し

で

う

吊

く

い

ん

し

て

‘

っ

き

り

す

と

き

り

す

と

け

品

じ

ゅ

ん

ふ

く

「

異

端

と

俗

化

に

向

っ

て

官

一

戦

の

布

告

を

な

し

、

四

重

の

福

音

を

主

張

し

、

基

督

の

基

督

教

、

純

一

福

と
明
記
さ
れ
て
い
た
が
、

上
記
の
記
事
で
は

c

c

し

ん

ひ

と

だ

ん

た

い

く

は

「
四
重
の
福
音
を
信
ぜ
ざ
る
人
を
ば
団
体
に
加
へ
ま
せ
ん
。

ふ

く

い

ん

な

あ

く

福
昔
の
名
の
も
と
に
悪

き
救
の
伝
令
使
」
と
自
称
さ
れ
、

い

ん

せ

ん

で

ん

戸

川

)

音
を
宣
伝
い
た
し
ま
す
」
な
ど
と
さ
れ
た
。

あ

せ

い

し

ょ

て

さ

き

り

す

と

け

ふ

飽
く
ま
で
聖
書
的
基
督
教
、

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
初
期
「
聖
霊
派
」

の
人
々
は
後
に
「
き
よ
め
派
」
を
自
称
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

四
重
の
福
音
の
第
二

に
置
か
れ
た
「
き
よ
め
」
は
、
彼
ら
自
身
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
中
心
的
教
理
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
に
な
っ
て
中
田
重
治
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ

た
四
重
の
福
音
で
は
「
聖
化
」
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
初
期
に
は
専
ら
「
き
よ
め
」
と
呼
ば
れ
、

一
般
に
「
聖
潔
」

の
字
が
宛
て
ら
れ
た
。

「
焔
の

で
は
聖
潔
の
教
理
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
重
要
な
の
は
、

聖
潔
は
第
一

の
み
で
あ
り
、
救
、
称
義
、

叩
る

5

あ
a
u
f
-
J
i

「
罪
を
許
さ
れ
義
と
せ
ら
れ
新
に
生
れ

な
ど
と
い
わ
れ
る
第
一
の
恵
み
と
は
内
容
的
に
も
時
期
的
に
も
明
確
に
異
な
る
、
と
さ

の
受
る
も
の
」
で
あ
り
、
す
で
に
キ
リ
ス
ト
を
受
け
入
れ
て
罪
を
許
さ
れ
た
信
者
が
第

れ
た
点
で
あ
る
。

聖
潔
は



一
一
段
府
と
し
て
受
け
る
恵
み
と
さ
れ
た
。

世よ
か
ら
我;:
等》
を

EJが
し

ぷ
ー
、
ど

を
外
に
潔
め
」

聖
潔
は
「
我
等
か
ら
世
を
取
り
出
」
す
。
重
生
は

に

く

ぜ

い

し

っ

ー

な

り

ふ

る

ひ

と

お

さ

ち

古

ら

あ

ん

は
「
肉
の
性
質
即
ち
士
口
き
人
を
抑
へ
つ
く
る
力
を
予
へ
い

ef-
い

め

く

み

ど

う

じ

っ

く

こ

と

め

た

か

「
第
一
と
第
二
の
恵
を
同
時
に
受
る
事
能
は
ざ
る
乎
」

の
益三円
メL?

を
予f
"̂' 」

る
の
に
対
し
て
、

聖
潔
は

わ

札

ら

て

ん

ご

く

み

ら

び

「
我
等
を
天
国
に
導
き
入
れ
」

「
之
を
殺
し
」
「
十
字
架
に

-. 
君;
1，: 
巴J

l村;

オh木や
一 、 尚

三笠:っ

し
い

「
「 信号 it

コゴて 2立 l

己と乞 の
i玉17ιz聖i
我;:と

聖
潔
は

力

と

を

へ
」
る
。
重
生
は

j

に

け

ん

せ

つ

P

〕

れ

主

か

1
べ

亡

の

ぞ

の
衷
に
建
設
し
之
に
逆
ら
ふ
凡
の
も
の
を
配
除
」
く
。

釘
」
る
と
い
っ
た
対
比
的
表
現
も
用
い
ら
れ
た
。

聖
潔
は

明
治
三
七
年
七
月

3
L
r
φ

め
?
む
'
九
ム
-
ぺ
，

O
日
の
「
聖
潔
問
答
」

じ

人

げ

ん

は

}

め

ん

お

い

じ

ゅ

ん

に

よ

ふ

た

め

つ

〉

れ

い

そ

の

あ

ひ

だ

た

ゼ

う

ヒ

ヒ

つ

人
間
の
方
面
に
於
て
は
順
序
を
経
る
為
通
例
其
間
に
多
少
の
時
日
あ
り
」

の
御
働
に
よ
り
て
全
く
心
が
、

で
は
、

と
l.;i 

う
向
い
に
対
し
て

カ

み

わ

い

わ

た

と

こ

ん

「
神
に
於
て
は
能
は
ざ
る
所
な
き
も

と
さ
れ

第
一
の
恵
み
で

あ
る
重
生
は

に

人

げ

ん

か

み

「

L
、
司
リ

f'Hμιes--ノ

f
j
H
H・
ふ

υ
カド

σ

に
よ
り
て

)

・

ん

ひ

方

り

つ

つ

み

く

ひ

あ

汁

y一

心

は

光

を

受

け

罪

を

悔

改

め

こ

う

せ

い

い

う

ま

れ

か

は

り

更
正
す
る
を
云
ふ
」
が
、
「
重
生
し
た
る

む
の

J
U
o
ヒ
の
つ
み
の
こ

者
に
も
原
罪
残
」

る
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
除
く
た
め
に
聖
潔
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
。

さ
ら
に

キ
リ
ス
ト
の
再
臨
ま
で
を
射
程
に
組
み
込
ん
で
、

救;
は

てれ段f

力トネIj1t )]Ij~: 
きとる
霊7和;;t一

五き と
い
っ
た
説
明
も
見
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
第

段
は
新
生
で

グ

く

ひ

あ

今

J
f

し

ん

こ

と

「
人
が
罪
を
悔
改
め
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
事
に
よ
り
て

ん

ゼ

い

ひ

と

こ

h

ん

の

こ

む

と

の

つ

み

す

な

は

つ

み

け

が

「
新
生
せ
し
人
の
心
に
残
れ
る
原
罪
即
ち
罪
の
汚
れ
、

つ

み

ゆ

る

罪
よ
り
赦
さ
れ

義
と
せ
ら

治

み

こ

J

神
の
子
と
せ
ら
る
、
恵
」

第
二
段
は
聖
潔
で
、

つ

み

を

か

せ

い

し

つ

罪
を
犯
す
性
質
を

の
火
に
よ
り

キ

ス
ト
の
JIIlむ

よ

て

守

3

、、、唱

え

ツ

カ

く
潔
く
せ
ら
る
、
i
-

こ
と

第
三
段
は
栄
光
ま
た
は
栄
化
で

こ
れ
は
再
臨
の
と
き
に
初
め
て
成
就

す
る

「

廷

の

栄

」

で
あ
る
と
い
う
。

き
人
殺
さ
れ
て
、

(
河
辺
貞
吉
)

で
あ
る
が
、

さ
ら
に
こ
の
二
者
を
分
け
て

き

よ

の

ふ

る

た
と
え
ば
明
治
三
六
年
八
月
の
大
宮
修
養
会
で
は
、
「
聖
潔
と
は
奮

剤
一
つ
主
C
L
T
O
J
¥

戸、，
d

c

h

一
ヲ

Q

H

υ

ω

と

1
・f
o
H
叫
ル
つ
つ
ヰ
砂
れ
つ
お
C

つ?作

ζ

こ
t

こ
。
セ
込
C

「
消
極
的
に
は
奮
き
人
郎
生
来
の
罪
を
取
ら
れ
し
事
、
積

聖
潔
は
ま
た
、

し
ば
し
ば
消
極
面
と
積
極
詔
と
い
う
こ
つ
の
側
面
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
た
。

3
よ

く

が

よ

日

み

ん

ょ

っ

極
的
に
は
御
霊
を
受
け
し
事
」

(
平
野
兄
)
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
た
。

f
斗
つ
百
ア
勺

J

、

抗
日
よ
h
T
γ
門口

積
極
的
と
い
う
表
現
か
ら
は
、

後
者
の
方
に
高
い
評
価
が
置
か
れ
て
い
る
か

の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
が
、

む
し
ろ
竪
潔
の
中
心
あ
る
い
は
本
質
は
、
罪
の
除
去
と
い
う
消
極
間
に
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
説
か
れ
た
。
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
な
ど

の
体
験
は
、

聖
潔
の
積
極
一
面
と
し
て
重
視
さ
れ
る
が
、

聖
潔
そ
の
も
の
と
同
義
で
は
な
く
、

そ
の

一
面
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

明
治
四

O
年
一

O
月
一
九
日
の
「
聖

潔
に
関
し
て
」

聖
潔
と
は
何
よ
り
も
「
ア
ダ
ム
伝
来
の
罪
性
を
取
除
か
る
、
こ
と
一

く

れ

ん

ぜ

ん

あ

い

ま

っ

た

あ

ん

そ

く

て

の

せ

っ

主

C
L
e
f
¥

て

3
は
7
め'九

か
、
完
全
な
る
愛
と
か
、
全
き
安
息
と
は
其
積
極
的
方
面
や
結
果
よ
ふ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
る
。
積
極
的
方
面
と
い
う
言
葉
は
な
お
使
わ
れ
て
い
る
が
、

で
は
、

「
奮
き
人
を
釘
っ
け
に
す
る
こ
と
」

で
あ
っ
て
、

に
満
さ
る
、
と

そ
れ
ら
が
原
罪
、
が
除
去
さ
れ
た
こ
と
の
当
然
の
結
果
で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
八
年
に
は
二
月
一

O
日
か
ら

一
日
に
か
け
て
、
中
央
福
音
伝
道
館
の
主
催
で
「
聖
書
的
・
純
一
福
音
宣
伝
大
会
」
と
銘
打
っ
た
集
会
が
関
か
れ
た
。

J¥ 

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
号

jし



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

。

大tさ日
叫-U:付
しけ

の
或;
は
手て
:ル
ど

Oj]た

き

『
焔
の
舌
』

に
よ
れ
ば
、
二
日
自
の
晩
の
伝
道
会
に
は
一
五

O
O
人
も
の
会
衆
が
集
ま
り
、

ひ

ょ

う

し

ぎ

た

い

こ

つ

ら

つ

ぱ

J

ま
た

/
l、
お

ど

い

て

ね

だ

い

く

わ

っ

ど

っ

ハ

た

し

拍
子
木
を
な
ら
し
、
太
鼓
を
打
ち
拡
を
吹
き
将
又
躍
り
跳
る
の
大
活
動
を
致
候
」

叩寸

予r
輩乞
の
多f;
く
が
ア

メ

ー/

ハ
レ
ル
ヤ
、

グ
ロ

i
リ
!
と

と
い
っ
た
状
況
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

同
じ

一
が
引
用
さ
れ
た
後
、

聖f

El:FZ 
ち
肉Y
と

と
い
う
説
教
の
内
容
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

け

が

れ

さ

こ

ζ
(
?
?
}

く

ね

人

げ

ん

け

が

せ

い

し

つ

の
凡
の
汚
を
去
る
事
す
。
換
言
せ
ば
汚
れ
た
性
質
、 ま

ず

@

@

@

@

@

・

・

「
聖
潔
と
は
何
ぞ
や
」

と
い
う
見
出
し

口
す
に
は
こ
の
大
会
で
中
田
重
治
が
行
な
っ
た

の
下
に
コ
リ
ン
ト

E
七
・

げ

が

よ

く

と

り

さ

こ

と

な

は

す

、

か

み

汚
れ
た
慾
を
取
去
る
事
尚
進
ん
で
神
の

聖i
き
告含れ

i均lj に

に充と
属つさ
けれ
る る
汚込事:
れあ二
はりさ
j語5ま

す
型自」
早ニ
在企な
'TJ'ど

で
す

か
も

け

が

れ

が

3
ま
ん

の
汚
と
は
倣
慢
、

こ
こ
で
は
罪
と
か
原
罪
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
ず
、

短
気
、

霊
と
肉
の
汚
れ
の
除
去
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
し

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

消
極
面
に
対
す
る
積
極
面
と
い
う
よ
り
、

「
尚
進
ん
で
」

生
ず
べ
き
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

野
心
等
で
あ
り
ま
す
」
と
、
具
体
的
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
聖
霊
の
満
た
し
は

て

ん

ち

せ

ハ

だ

い

さ

天
地
正
大
の
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん

l

一
と
い
う
注

し
か
も

「
(
聖
霊
は
)

意
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
す
で
に
彼
ら
が
説
く
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
と
い
っ
た
教
説
が
、
非
人
格
的
な
「
気
」

の
作
用
の
如
き
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る

傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
説
教
は
次
に

@

@

@

@

@

@

@

@

 

「
設
が
此
を
受
け
る
か
」

よ

れ

み

し

ん

と

や

と
問
、
っ
。
「
此
は
未
信
者
で
は
な
い

し

ん

か

う

し

ん

せ

い

ひ

と

つ

め

く

み

信
仰
に
よ
り
て
新
生
せ
し
人
の
受
く
る
恵
で
あ
り
ま
す
」
と
さ
れ

第
二
段

や
虚
栄
や
悪
癖
に
生
き
て
い
る
者
が
い
か
に
多
い
か
を
衝
い
て
、

「
水
の
バ
プ
テ
ス
マ
で
は
な
い
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
で
す
」

で
ん
だ
う

l

し

ん

じ

ゃ

み

な

こ

の

ぶ

る

ひ

と

も

つ

を

「
伝
道
師
で
も
信
者
で
も
皆
此
筈
き
人
を
有
て
居
り
ま
す
」

と
も
あ
る
。

信
者
に
な
っ
て
罪
を
赦
さ
れ
て
も
、

{数
'1委

階
の
恵
で
あ
る
こ
と
が
明
雄
に
述
べ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
「
奮
き
人
L

で
あ
り

と
v' 

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

 

う
。
「
何
故
聖
潔
を
受
け
ね
ば
な
ら
ん
か
」

と
い
う
向
い
に
対
し
て
は

聖
潔
め
ら
れ
ぬ
者
は

み

ゆ

へ

い

こ

と

で

き

「
神
の
前
に
出
づ
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
」

と
さ
れ
る
。

要
す
る
に
聖

潔
は
一
再
臨
の
イ
エ
ス
に
会
う
資
格
で
あ
り

加
の
場
所
で
は

ぶ
人
二
三
五
氏

問
中
六
一
万
メ
ぷ
ナ

-
二
七
、

ヘ
ブ
ル

一
回
な
ど
を
典
拠
に

も

の

て

ん

ご

く

「
潔
め
ら
れ
ざ
る
者
は
天
毘
に
入
る
の

資
格
な
し
」

と
さ
れ
る
。

さ
ら
に

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

 

「
如
何
に
せ
ば
聖
潔
ま
る
か
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、

で
は
な
く
、

た
だ
信
仰
に
よ
っ
て
聖
潔
ら
れ
る
と
さ
れ

に
つ
い
て
は
、

全
き
献

-， .17干

此えが
は必
今V要
でで
す

学
問
・
知
識
・
修
養
な
ど
を
頼
み
と
す
る
の

ま
た

@

@

@

@

@

@

@

 

「
何
時
聖
潔
ま
る
か
」

し
ゅ
ん
か
ん

瞬
間
で
す
」

あ

く

ま

だ

ん

/

¥

と
さ
れ
る
。
「
悪
魔
は
段
々

と
云
ひ

ひ

と

ぜ

い

九

十

ヲ

け

つ

く

わ

ま

を

人
は
成
長
の
結
果
と
申
し
ま
す
が

併
今
で
す
」
。

こ
の

「
瞬
間
的
整
潔
」

と
い
う
表
現
は
他
の
場
所
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
焔
の
舌
』

で
は

こ
う
し
た
堅
潔
の
教
理
が
繰
り
返
し
説
か
れ
、
旧
新
約
の
様
々
な
箇
所
の
引
用
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
聖
書
に
立
脚
し
た
正
統
の
教
え
で

あ
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
た
。
本
誌
に
関
わ
る
人
々
が
、
こ
の
教
理
を
自
分
た
ち
の
結
衆
の
核
と
し
て
い
か
に
重
視
し
た
か
が
分
か
る
。
逆
に
言
え
ば
、

一
般
社
会
は

も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
一
定
の
社
会
的
認
知
を
得
て
い
た
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
さ
え
、
聖
潔
は
容
易
に
受
け
入
れ
難
い
教
理
で
あ
っ
た
。
先
に
も
見
た
よ



彼
ら
は
当
初
か
ら

「
軽
薄
」
一1

フ f戒
「 イや和何Hり1リjむ j 

i説見と i1i投改せ， 11弓

教?翠そ 伊
者午潔ι
iヨ1， は
身え説;
がれ
主~~ぬ
潔らか
の」

と
題
し
て

つ

h

-

、

、
つ
ノ
い
い
い

「
盤
以
ナ
」

な
ど
と
罵
ら
れ

「
激
し
き
攻
撃
」

を
受
け
た
の
で
あ
る
。

の
原
因
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

J
V
3
7

一
キ
よ

企

ぱ

ペ

一

ト
h

一
般
の
教
会
で
な
ぜ
こ
の
教
説
が
拒
絶
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
診
断
が
な
さ
れ
、

す

べ

て

お

し

へ

み

な

そ

う

こ

と

き

よ

め

お

し

へ

を
受
て
居
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
「
凡
の
教
理
は
悉
然
で
あ
る
が
、
殊
に
聖
潔
の
教

か

ん

か

た

ほ

ん

に

ん

か

ん

そ

う

む

み

か

ん

し
な
け
れ
ば
決
し
て
言
ぬ
も
の
で
あ
る
。
縦
ひ
談
つ
で
も
談
る
本
人
さ
へ
も
乾
燥
無
味
に
感
ず
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
強

明
治
四
三
年
七
月

O
日
口
す
に
は

じ
っ
け
ん

は
実
験

[
実
際
に
体
験
す
る
の
意
〕

い
体
験
主
義
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

「
聖
霊
一
点
L

と
は
、

聖
潔
な
い
し
は
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
と
よ
ば
れ
る
強
い
体
験
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
そ

の
体
験
を
強
く
希
求
す
る
人
々
の
群
れ
で
あ
っ
た
と

お

は

く

け

子

δ
し

や

さ

よ

め

じ

っ

け

ん

も

ち

ろ

ん

う

ま

か

は

り

め

ぐ

み

う

け

る
。
「
多
数
の
教
役
者
は
聖
潔
の
実
験
は
勿
論
生
れ
更
の
恵
さ
へ
も
受
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
し
て
、

世
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
自
称
す
る
聖
戦
た
ち
が
、

彼
ら
が
第
一
の
恵
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
新
生
さ
え
も
受
け
て
は
い
な
い
の
だ
、

と
手
厳
し
い
。

原
因
の
第
二
は
「
教

く

わ

い

さ

わ

会
を
騒
が
す
か
ら
」

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

堅
潔
の
教
理
が
既
存
の
教
会
に
分
裂
を
起
こ
す
原
因
に
な
り
や
す
い
こ
と
を
、

彼
ら
自
身
が
認
め
て
い
る
。

彼
ら
は

「
羊
泥
棒
」
な
ど
の
言
葉
で
牧
会
政
治
の
立
場
か
ら
非
難
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

居
る
教
会
に
聖
潔
を
真
向
か
ら
説
く
と
確
に
苦
清
を
起
す
に
相
違
な
い
」
と
し
て
、
む
し
ろ
既
存
の
教
会
の
墜
落
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

せ
L

し

よ

あ

が

コ

ち
聖
書
が
崇
め
ら
れ
て
居
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
、

こ
れ
は

す

く

お

し

ん

じ

ゃ

ぞ

く

く

わ

し

ん

じ

ゃ

な

り

た

つ

「
救
は
れ
て
居
ら
ぬ
信
者
や
俗
化
せ
る
信
者
よ
り
成
立
て

原
因
の
第
三

え

つ

け

つ

く

わ

い

こ

う

だ

ん

む

い

か

み

は
っ
要
す
る
に
教
会
の
講
壇
に
於
て
は
神
と

せ
い
し
ょ

L
ん

か

ぎ

り

さ

よ

め

と

か

お

「
聖
書
を
信
ず
る
眼
は
聖
潔
を
説
ず
に
居
ら
れ

な
い
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

と
し
て

い
心

l
d

し

、

伝
道
の
書
九
・
四
「
活
け
る
犬
は
死
せ
る
獅
子
に
愈
る
」

た

め

き

ゃ

う

け

ん

ご

と

と

り

あ

っ

か

イ
エ
ス
の
為
に
は
狂
犬
の
如
く
に
取
扱
は
る
、
を
厭
は
ぬ
で
あ
ろ
う
:
一

ち

ゃ

ば

ん

さ

や

っ

げ

ん

と

ぜ

ん

お

ん

が

く

く

わ

L

め

ハ

し

せ

う

た

L
く
わ

t

主

人

げ

い

く

わ

い

そ

の

た

し

ゅ

ん

{

¥

ぞ

く

し

う

「
茶
番
狂
言
だ
の
慈
善
音
楽
会
だ
の
名
士
招
待
会
だ
の
演
芸
会
だ
の
と
其
他
種
々
俗
臭

を
引
い
て
、

2

2

r
っ

!

〕

1

ν

f

」じと

「
我
慣
は
死
せ
る
獅
子
の
如
く
あ

「
狂
犬
的
人
物
」

む

レ

い

い

ぬ

ご

と

い

こ

と

h
い
が

ら
ん
よ
り
は
寧
ろ
活
け
る
犬
の
如
く
生
き
ん
事
を
願
う
」

「
猿
真
似
す
る
教
会
」

明
治
三
九
年
一
月
二
七
日
の

で
は
、

と
あ
り
、

向
田

年
七
月
二
五
告
の

で
は
、

日
本
の
教
会
は

紛
々
た
る
事
を
や
っ
て
居
る
」
が
、
こ
れ
ら
は
「
悉
欧
米
の
腐
敗
せ
る
教
会
の
真
似
」

な

ま

は

ん

ぱ

は

ん

じ

ゅ

く

ご

き

こ

と

じ

ゅ

ん

さ

り

す

と

け

う

だ

い

さ

'

「
生
半
端
、
半
熟
的
の
事
は
純
基
督
教
に
あ
り
で
は
大
禁
物
で
あ
る
」
と
し
て
、

で
あ
る
と
批
判
し
、

さ
ら
に
大
正
五
年
九
月
一

四
日
の

さ
よ
く
た
ん

「
極
端
な
る

で
は
、

「
戸
旦
山
市

Y

耳
1
L
U
〆」

と
言
わ
れ
る
の
は
非
難
で
は
な
く
、

む
し
ろ
誇
る
べ
き

こ
と
な
の
だ
、

と
い
う
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
聖
潔
の
教
理
を
高
く
掲
げ
た
初
期
「
聖
者
革
派
」
と
は
、

そ
も
そ
も
社
会
の
異
分
子
と
見
ら
れ
が
ち
な
近
代
田
本

の
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
少
数
派
の
な
か
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
一
段
と
徹
底
し
た
少
数
派
の
道
を
、
自
覚
的
か
つ
大
胆
に
突
き
進
も
う
と
し
た
人
々
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
号



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

四

ペ
ン
テ
コ
ス
テ
e

聖
霊
の
パ
フ
テ
ス
マ
・
方
一
一
一
一
口
派

明
治
の
末
期
に
お
い
て
、
聖
潔
や
神
癒
の
教
理
を
強
く
主
張
し
た
人
々
が
、
周
囲
か
ら
し
ば
し
ば
「
聖
霊
派
」
と
呼
ば
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

そ
れ
は
笠
潔
で
あ
れ
神
癒
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
単
に
神
学
上
の
理
論
で
は
な
く
、
信
徒
ひ
と
り
ひ
と
り
が
神
の
第
三
位
格
で
あ
る
聖
霊
を
実
際
に
体
験
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
体
験
主
義
に
支
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
見
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
中
心
的
教
説
で
あ
っ
た
霊
潔
で
は
、
完
全
な
る
信
仰
と
全
き
献
身
に
よ
る
罪
の
除
去

こ
そ
が
核
心
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
決
し
て
本
人
の
修
養
や
努
力
の
み
に
よ
っ
て
実
現
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
聖
霊
の
主
導
的
な
働
き
に
よ
る
恵
み

と
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
程
度
の
差
は
あ
れ
、
人
々
は
聖
霊
に
満
た
さ
れ
る
と
い
う
劇
的
な
体
験
を
共
有
し
た
の
で
あ
る
。

『
焔
の
舌
』
と
い
う
誌
名
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
聖
霊
盈
満
の
有
力
な
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
の
が
、
使
徒
行
伝
第
二
章
に
記
さ
れ
た
ペ
ン
テ
コ
ス

テ
の
日
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
の
体
験
で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
い
わ
ゆ
る
教
派
と
し
て
の
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
の
台
頭
に
よ
っ
て
、

ホ
i
リ
ネ
ス
系
教
団
で
は

「
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
」

や
「
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
」
と
い
っ
た
言
葉
は
あ
ま
り
強
一
調
さ
れ
な
い
。
日
本
福
音
連
盟
に
所
属
す
る
教
派
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
に
警
戒
心
を

抱
く
か
、
嫌
悪
感
を
示
す
場
合
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
『
焔
の
舌
』

で
は
「
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
的
聖
潔
」
「
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
」
な
ど
の
言
葉
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に

称
揚
す
べ
き
体
験
の
模
範
と
し
て
盛
ん
に
誌
面
に
登
場
す
る
。

中
央
福
音
伝
道
館
は
、
機
関
誌
の
発
行
だ
け
で
な
く
、
英
米
人
の
著
作
の
翻
訳
を
中
心
と
し
た
書
籍
の
出
版
も
行
な
っ
て
い
た
。

い
ず
れ
も
、
中
田
重
治
を
は
じ

め
と
す
る
幹
部
た
ち
が
強
い
影
側
一
首
を
受
け
、
日
本
の
信
徒
た
ち
に
も
読
ま
せ
た
い
と
判
断
し
た
英
文
の
論
考
を
、
自
分
た
ち
で
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
大

な
ど
が
見
え
る
。
後
者
は

ヒ
ル
ス
博
士
著
・
車
田
秋
次
訳
『
聖
潔
の
バ
プ
テ
ス
マ
へ

『
中
田
重
治
全
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

モ
リ
ソ
ン
博
士
著
・
中
国
重
治
訳
よ
季
五
の
バ
プ
テ

正
初
年
に
は
、
こ
の
出
版
書
籍
目
録
の
な
か
に
、

ス
マ
』

の
バ
プ
テ
ス
マ
」
が
中
田
た
ち
の
主
張
す
る
「
聖
潔
」
と
ほ

ぼ
向
義
に
使
わ
れ
て
い
る
。
中
国
自
身
は
両
者
を
完
全
に
同
義
と
す
る
克
方
は
慎
重
に
避
け
て
い
た
が
、
聖
霊
体
験
を
重
視
す
る
立
場
に
対
し
て
も
忌
避
す
る
こ
と

な
く
、
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
英
米
の
論
者
の
所
説
は

『
焔
の

誌
上
で
も
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
た
。

め
ぐ
み

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
明
治
三
六
年
に
は
「
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
恩
恵
」
と
い
う
長
い

連
載
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
が
、

そ
の
著
者
は
「
米
国
テ
キ
サ
ス
聖
潔
大
学
校
総
理
ヒ
ル
ス
氏
」
と
な
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
、
人
は
悔
い
改
め
て
キ
リ
ス
ト
信
者



と
な
っ
て
も
心
中
に
醤
い
人
が
い
る
間
は
堕
落
す
る
こ
と
、
こ
の
悪
魔
の
呪
い
を
心
か
ら
取
り
除
く
の
が
聖
霊
の
潔
め
で
あ
る
こ
と
、
心
を
潔
め
ず
に
善
行
だ
け
に

努
め
よ
う
と
し
て
も
失
敗
す
る
こ
と
、

こ
の
潔
め
は

の
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
る
と
き
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

な
ど
が
聖
書
の
様
々
な
章
句
に
依
拠
し
つ

つ
論
証
さ
れ
て
い
る
。

当
夜
ふ
久
十
ι

!
fル
ノ

J
l
l
t

L
E
く

ん

せ

い

「
諸
君
は
聖
な
る
も
の
と
な
ら
ん
が
為
守

し

A

ゐ

ひ

と

じ

小

!

ぜ

か

っ

け

し

ん

か

う

の
欝
き
人
を
十
字
架
に
釘
し
む
る
や
う
に
な
さ
い
ま
せ
ん
か
。
:
・
信
仰

プ
ピ
t)、と
て

の
心
の
中
に
あ
る
肉
の

一
の
火
を
以
て
取
去
ら
る
、
事
を
願
ひ
ま
せ
ん
か
」

と
呼
び
か
け
て
い
る
。

明
治
三
七
年
五
月
一

O
日
口
す
に
は

「
ペ
ン
一
ア
コ
ス
一
ア
L

と
題
し
て
、

こ

の

し

ゅ

来
る
二
二
日
に
当
た
る
こ
の
日
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
。
「
此
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
は
主
イ
エ

し

ん

も

の

く

ー

わ

ん

♂

ん

J
く

ひ

も

ι
h
c
I

ス
を
信
ず
る
者
に
完
全
な
る
救
を
持
来
る
も
の
で
す
。
悔
改
め
て

信
じ
、

つ

み

ゆ

る

L

7

け

罪
の
赦
を
受
ま
し
で
も
、

な

は

な

し

ぶ

つ

み

せ

い

し

つ

の

こ

を

た

め

尚
内
部
に
罪
の
性
質
が
残
り
居
る
為
に
、

復
し
て

も
々
々
々

1;出.，

り

あ
く

E

よ

悪
魔
に
負
け
、

ひ
く
ん
l
、

つ

E
つ

み

な

け

が

人
々
を
顕
か
し
聖
名
を
汚
し
、

自ず

ら

め
る
信
者
を
、

こ

ん

ば

ん

て

き

つ

み

す

く

も

の

た

J

ぜ
い
れ
ハ

ιか
ら

根
本
的
に
罪
よ
り
救
ふ
者
は
唯
聖
霊
の
力
で
あ
り
ま
す
」
と

し
つ
ほ
う
ゆ
う
く
お
も
ひ
は
づ
ら
ひ

「
失
望
憂
苦
思
煩

そ
し
て

し
て
、

こ
の
人
間
の
心
の
汚
れ
を
潔
め
る
に
は
水
の
バ
プ
テ
ス
マ
だ
け
で
な
く
、

沈ら
め
る
う己:J

よ

つ
筈u

は
あ

ま
せ
ん

併与
し
ーさ

とし 1

彼:
は
車 J

正E
σ〉
司115
)ますL

自ïjJ~
で
す
しー

火
の
バ
プ
テ
ス
マ
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ん

よ

}

さ

る

ヘ

ハ

ん

い

せ

ん

そ

う

t
f
-

ど

う

や

う

や

く

い
人
が
伝
道
す
る
の
は
、
猿
を
兵
隊
に
し
て
戦
争
に
出
す
も
同
様
で
す
。
役

む
ゆ
づ
し
ん

忠

に

、

づ

く

よ

い

ん

人

3

て

与

一

ゆ

っ

し

の
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
れ
ば
大
胆
不
敵
な
る
勇
士
と
な
り

し

ゅ

ひ

と

し

め

t
S

や

ぶ

と

う

は

う

す

〈

ひ

い

ぐ

あ

、

打

れ

主
イ
エ
ス
を
人
に
示
し
、
敵
を
破
り
同
胞
を
救
出
し
ま
す
。
好
我
等
の
要
す
る
の
は
此
権
能
で
す
」

(徒一

カ

つ

い

カ

〈

つ

}

た

且
如
何
な
る
苦
痛
に
も
堪
へ
、

死 L

L，、1、
ゴ二た

る
ま
で

と
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
向
二
五
日
号
で
は
「
ペ

ン
テ
コ
ス
テ
の
影
と
実
」

の
題
で
、

ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
影
は
す
で
に
レ
ビ

一一
. 

一
五

l
二
五
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
を
我
々
が
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の

こ

カ

く

討

の

れ

九

カ

ら

も

が

ん

っ

し

ゅ

し

ん

い
間
は
兎
角
己
の
力
で
苦
悶
き
労
し
ま
す
が
、
主
イ
エ
ス
を
信

は
主
イ
エ
ス
が
来
た
と
き
で
あ
る
と
い
う
論
旨
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も

ぜ

い

れ

、

)

あ

ん

そ

く

い

り

む

の

じ
て
聖
霊
を
受
け
安
患
に
入
し
者
は
、

子tllJ:
が
七 K.~
日か
目的

凡ミ
て

/
z
・

2

、‘っ

切
ら
1

、
:Jr十本こ、

司
令
市

A

J

/
ふ

f
l

我;f
f野J

も
「りし;;
の
工2
を
白:
め
ま
す
L 

と
い
っ
た
文
言
が
見
え
る
。

こ
の
年
は
ま
た
、

五
月
二
二
日
か
ら
中
央
福
音
伝
道
館
で
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
日
を
紀
念
す
る
大
会
が
開
か
れ
、
こ
の
模
様
が
六
月
一

O
日
付
け
の

『
焔
の
舌
』
に

詳
し
く
裕
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
自
は
ま
ず
午
前
九
時
か
ら
「
礼
拝
会
」
が
開
か
れ
た
。
一
司
会
は
笹
尾
鉄
三
郎
が
務
め
、
武
田
駒
吉
が
「
聖
霊
に
充

一
O
時
か
ら
は

行
な
わ
れ
た
。
司
会
者
の
挨
拶
の
中
で
は
「
ど
う
か
今
日
は
聖
霊
御
自
身
を
教
師
に
し
て
、

さ
る
、

に
就
て
」
と
題
す
る
説
教
を
行
な
っ
た
。

「
聖
書
研
究
会
-

で
、
笹
尾
が
司
会
し
て
、

千
年
期
前
再
臨
説
に
基
ご
つ
く
、
王
の
再
臨
の
研
究
が

か
る
、
佳
自
由
に
お
学
び
下
さ
い
」
と
い
っ
た
表
現
も
関
か
れ
た
。

昼
食
後
の
午
後
一
時
か
ら
は

J
J
Jト
;
兄
か
入
、
一
、

罰
々
ノ
訴
事
三
」

で
、
百
数
十
名
が
万
世
橋
た
も
と
の
広
場
に
出
て
、
折
か
ら
鴨
緑
江
畔
で
戦
死
し
た
某
将
校
の
葬
式
行
列
を
見
物
に

来
た
数
百
人
の
人
々
に
伝
道
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
時
間
、
伝
道
館
で
は
日
曜
学
校
が
関
か
れ
、
鈴
鹿
正
一
が
子
供
た
ち
に
談
話
を
行
な
っ
た
。
二
時
半
か
ら
は
「
聖

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
山
号



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
護
派
」
に
つ
い
て

一
四

別
会
」

三
谷
と
笹
尾
の
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
に
関
す
る
説
教
が
あ
っ
た
。

つや
ζ

‘

、

}

で

ゐ

E

L

r

ナ
わ

説
教
の
最
後
に
は
「
神
の
御
用
を
務
む
る
事
が
出
来
ぬ
弱
き

で
、
三
谷
種
吉
が
司
会
を
務
め
、

き

ゃ

う

，

た

い

し

ま

い

い

ま

い

の

せ

い

れ

い

フ

兄
弟
姉
妹
よ
ド

i
ゾ
今
祈
っ
て
聖
霊
を
受
け
な
さ
い
」

1
J
J
す

う

め

い

け

L

し

拾
数
名
の
兄
姉
も
あ
っ
た
」

と
い
う
呼
び
か
け
が
あ
り
、

め

ぐ

み

ご

ざ

「
恩
恵
の
御
座
に
出
で
、

。

い

お

の

/

¥

つ

み

い

ひ

め

ら

泣
て
各
自
の
罪
を
認
は
し
、

献
身
し
、
潔
め
を
も

と
め
、

し

ん

か

っ

た

信
仰
に
よ
り
立
ち
あ
が
り
し
、

と
い
、
っ
。

小
憩
の
後
「
神
癒
会
」

と
な
り
、

三
谷
と
カ
ウ
マ
ン
が
説
教
し
た
後
、

る
信
徒
は
二
階
に
上
が
っ
て
倍
別
に
油
を
注
ぐ
祈
り
を
受
け
た
。

し

よ

き

た

し

さ

よ

で

ん

だ

う

ζ

さ

い

ら

L

だ

L
く

わ

い

じ

お

そ

な
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
初
期
の
大
挙
伝
道
の
時
以
来
の
大
快
事
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
は

晩
餐
後
は

コ
行
中
間
十
」

と
称
し
て
、

数
百
名
の
男
女
が
一

隊
と
な
っ
て

刀て'..¥

威j
的;
広さ
丘二17

存;神
安IJっ癒
」を

を求
行め

あ

く

ま

の
悪
魔
も
縮
み
あ
が
っ
て
、
逃
げ
出
し
た
で
あ
ら
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
夜
の
七
時
半
か
ら
は
未
信
者
の
た
め
の
「
伝
道
会
」
が
関
か
れ
、
司
会
は
笹
尾
、
説
教
者
を
カ
ウ
マ
ン
、
武
田
、
松
野
菊
太
郎
、

キ
ル
ボ
ル
ン
、
秋
山
由
五

郎
が
務
め
て
い
る
。
後
の
大
正
二
年
五
月
二
五
日
号
の
「
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
連
合
大
会
報
」
で
も
、
「
吾
人
の
最
も
紀
念
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
日
を
迎
え
」

と
あ
っ
て
、
こ
の
日
が
特
別
の
意
義
づ
け
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

は
様
々
な
峨
え
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た
が
、
最
も
目
立
つ
の
は
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
「
焔
の
舌
」
に
伐
表
さ
れ
る
火
の
隠
喰
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
明
治
三
九

年
三
月
の
六
日
か
ら
二
一
日
に
か
け
て
開
か
れ
た
東
京
聖
別
会
で
は
、
神
は
「
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
火
を
降
せ
り
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
「
賛
美
歌
五
十
三
の

『す

べ
て
を
さ
、
げ
、

わ
れ
火
を
ま
つ
ま
つ
、
ま
つ
、
ま
つ
、
ま
つ
、
ま
つ

い
ま
火
を
ま
つ
』

の
く
り
か
へ
し
は

『
わ
れ
火
を
う
く
う
く
、
う
く
、
う
く
、

い
ま
火

を
う
く
』
な
り
と
一
向
起
て
心
を
合
せ
議
美
す
る
に
至
り
、
火
は
益
々
燃
え
銘
か
し
や
き
つ
く
し
浄
め
、
全
く
献
げ
し
各
自
の
心
に
燃
え
活
る
献
物
と
な
ら
し
め
、

凡
て
は
焼
き
つ
く
さ
れ
灰
燈
と
な
り
主
イ
エ
ス
の
み
残
さ
れ
崇
め
ら
れ
た
り
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

聖
霊
の
隠
愉
と
し
て
は
、
水
や
河
も
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
ヨ
ハ
、
不
七
・
一
二
八
の
「
活
け
る
水
、
川
と
な
り
て
流
れ
出
づ
べ
し
」
な
ど
は
し
ば
し
ば
引
か
れ
る

せ

い

れ

い

い

か

料
、
別
の
事
例
と
し
て
、
明
治
三
八
年
の
新
年
型
別
大
会
で
笹
尾
鉄
三
郎
が
行
な
っ
た
「
神
の
河
」
の
説
教
を
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
「
聖
霊
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
る
か
と
云
ふ
事
」
を
エ
ゼ
キ
エ
ル
四
七
・
三
i

八
に
よ
っ
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ニ
節
に
あ
る
水
と
は
聖
霊
を
表
わ
す
と
い
う
。

イ
エ
ス
は

人
々
の
た
め
に
全
き
践
を
な
し
て
悪
魔
を
打
ち
破
り
、

く
ど
っ

t

p

」

れ

て

ん

く

だ

か

は

下
て
居
る
。
此
は
天
よ
り
下
る
河
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
。

父
の
右
に
座
し
て
我
々
の
た
め
に
祈
っ
て
お
り
、

そ

の

い

さ

は

よ

ち

、

み

く

ら

ゐ

し

た

こ

の

か

は

す

な

は

せ

い

れ

い

J
共
功
に
の
り
父
の
実
座
の
下
よ
り
此
河
即
ち
聖
霊
が

あ

ゆ

み

い

の

り

ち

か

ら

と

こ

ろ

そ
し
て
三
節
に
出
る
膝
骨
と
は
「
歩
」
を
、
四
節
の
膝
は
「
祈
」
を
、
腰
は
「
力
の
あ
る
庭
」

わ

れ

ら

た

ご

し

ん

の
恵
み
を
深
く
受
け
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
我
等
が
唯
信
じ

か

れ

い

こ

の

み

づ

ひ

が

し

さ

か

へ

な

が

「
彼
わ
れ
に
云
ふ
此
水
東
の
境
に
流
れ
ゆ
き
て

と
い
う
。

さ
ら
に
八
節
の

を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
、

人
が
歩
み
、

有1

信
じ
て
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

て

従3
ふ

な
ら
ば

大
河
の
様
に
な
っ
て
流
れ
ま
す
。

此え
は
千IjJ丈
の
{部J~

i重げ
で
す
しー



ア
ラ
パ
に
お
ち
下
り
て
海
に
入
る
是
海
に
入
ば
そ
の
水
即
ち
醤
ゆ
」

に
お
け
る
海
と
は
民
の
こ
と
で

水
に
総
え
ら
れ

の
流
れ
は

い
た
る
所
を
癒
す
の

だ
、
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

水
は
寸
い
の
ち
の
水
」
と
し
て
生
命
の
線
源
を
連
想
さ
せ
る
が

の
隠
臨
と
し
て
は
、
こ
の
生
命
が
直
接
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
明
治
三
六
年
九

月
二
六
日
号
に
載
せ
ら
れ
た

「
大
宮
修
養
会
報
」

で
は
、

チ
ャ

i
ル
ズ
・
カ
ウ
マ
ン
が
「
生
命
」
と
い
う
題
で
行
な
っ
た
説
教
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
カ
ウ
マ
ン
は
例
に
よ
っ
て
重
生
と
聖
潔
の
二
段
の
恵
み
を
諮
る
が
、
こ
れ
を
「
聖
霊
が
生
命
を
輿
ふ
る
二
つ
の
働
き
」
と
表
現
し
、
聖
霊
と
生
命
と
を
ほ
ぼ
同
義

に
諾
っ
て
い
る
。
聖
霊
と
い
う
日
本
人
に
馴
染
み
の
薄
い
概
念
は
、
聖
匂
に
依
拠
し
つ
つ
、

し
か
も
「
気
」

の
如
き
非
人
格
的
作
用
で
は
な
い
こ
と
が
繰
り
返
し
警

告
さ
れ
な
が
ら
も
、
火
・
水
・
生
命
な
ど
、
広
く
大
衆
に
受
け
入
れ
や
す
い
指
輪
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
、
っ

の
具
体
的
な
働
き
や
、

そ
れ
を
受
け
る
側
の
体
験
が
重
視
さ
れ
る
一
方
で
、
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
聖
潔
と
い
う
核
心
的
教

理
の
一
面
で
あ
っ
て
、
聖
霊
体
験
の
特
異
性
そ
れ
自
体
に
価
値
を
お
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
種
の
歯
止
め
は
自
覚
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、

「方一一一一口派」

の
呼
称
の
も
と
に
、

今
日
の
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
に
あ
た
る
人
々
と
の
差
異
が
、

す
で
に
早
い
時
期
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
明
治
四

O
年
一

一
月
一

一
一
日
号
で
は
中
国
重
治
の
筆
に
な
る
と
思
わ
れ
る

は

う

げ

ん

は

「
方
ニ
一
一
口
派
の
渡
来
L

と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
、

「
か
ね
て
噂
が
有
た
如
く
方
言
派

日

ん

け

ふ

し

め

い

よ

と

ら

い

の
宣
教
師
が
十
四
名
余
も
渡
来
し
、

と
よ

ば東i
れ京!;
て に
い根;
る拠i
現を
象据す
でへ
あて

究活i
「動i
方可せ
言1ん
派L! と
とし
はて
聖f居を
霊fる

充土
さ
れ

た
る

表;
な

と
て
訳f;
も
分2
ら
ぬ

と
あ
る
。

言
、
つ
ま
で
も
な
く
、

こ
こ
で
方
言
と
は
今
日
で
は
一
般
に
「
異

カ

た

ほ

ん

に

ん

わ

か

(
語
る
本
人
に
も
分
ら
ぬ
)

を百
LJ-lい~
IJ-lt'- (/J 

し三
て 3L
11]奇::;
Jぐりワミ
主

廻iD
る g

ぃコ
一一つ IJQ 

派lf5
で乙
あ 」

る
L 

と
し
て
、

彼
ら
は
神
学
的
に
誤
っ
て
お
り
、

し

ん

け

い

び

や

っ

て

き

む

の

ま

を

の
神
経
病
的
の
者
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

U
Jか

く

に

を

い

を

は

い

ら

う

我
国
に
於
て
も
大
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
」

方
一
一
一
一
口
の
有
無
に
よ
っ
て
他
の
信
徒
を
評
価
す
る
た
め
教
会
を
騒
が
し
、
愛
を
忘
却

を

う

ベ

い

を

ハ

じ

ゅ

ん

ふ

く

い

ん

「
欧
米
に
於
て
純
福
音

シ

か

「
悪
魔
来
の
も
の
で
あ
る
」

と
し
て
、

し
て
い
る
、

と
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「

し

ん

も

の

ひ

か

く

て

き

お

は

い

っ

ぱ

み

だ

を

を
信
ず
る
者
が
比
較
的
多
く
こ
の
一
派
に
乱
さ
れ
て
居
る
か
ら
、

と
警
戒
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

一
方
で
、

問
じ
誌

「
聖
霊
教
」

し

ん

じ

ゃ

し

ん

れ

い

か

L

い

っ

す

ん

け

や

っ

か

い

ー

も

の

信
者
は
心
霊
界
の
保
儒
ま
た
厄
介
物
で
あ
る
一

面
に
は

と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、

こ
こ
で
は
、

富
一
(
の
キ
リ
ス
ト
教
は
聖
霊
を
重
ん
じ
る
{
一
一
小
教
で
あ
り
、

で
ん
だ
う
し
ゃ

「
聖
霊
に
充
さ
れ
ざ
る
伝
道
者
と

と
い
う
表
現
さ
え
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
聖
霊
の
重
視
と
方
言
派
へ
の
批
判
と
い
う
、

外
部
者
に
は
小
異
の
内
輪
陪
一

や
が
て
二

O
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
界
を
二
分
す
る
よ
う
な
亀
裂
へ
と
畏
関
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
記
事
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
日

本
で
の
対
立
自
体
は
欧
米
に
お
け
る
そ
れ
の
「
直
輸
入
」
と
い
う
面
が
強
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
紛
争
の
種
は
、
日
本
に
お
い
て
も
す
で
に
明
治
末
期
と

嘩
に
も
見
え
る
対
立
が
、

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
号

一五



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

_Lー

ノ¥

い
う
早
い
時
期
に
蒔
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
一
方
で
、

初
期
の
時
代
に
は
、

方
一
一
一
一
口
派
も
広
義
の

「
聖
潔
の
運
動
L

に
含
む
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
痕
跡
も
あ
る
。

明
治
四
一
年
一

O
月
二
五
日
号
の
「
日

ほ

ん

お

け

さ

よ

め

つ

ん

ど

う

本
に
於
る
聖
潔
の
運
動
」

で
は
、

自
一
ト
の
日
本
で
聖
潔
を
標
傍
し
て
伝
道
し
て
い
る
一
一
の
億
人
お
よ
び
団
体
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ

れ

ら

，

た

い

た

す

っ

そ

っ

ぽ

ん

ひ

こ

つ

は

て

7

そ

ろ

し

ん

げ

さ

と

き

こ

と

し

ん

「
我
傍
は
神
の
導
に
よ
り
之
等
の
大
多
数
は
早
晩
一
に
な
り
歩
一
調
を
揃
へ
て
進
撃
す
る
持
あ
る
事
を
信

そ
の
第
七
に
は

神
田
錦

町
に
居
ら
る
〉
ラ
イ
ア
ン
兄
の
率
る
方
一
一
=
口
派
L

と
あ
り
、

ず
る
も
の
で
あ
る
」
と
結
ぼ
れ
て
い
る
。
方
言
派
も
ま
た
聖
潔
の
運
動
を
担
う
一
翼
と
し
て
、
必
ず
し
も
敵
視
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
記
事

と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
今
日
の

運
動
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
初
期
「
聖
霊
派
」

で
は
、
悪
霊
被
い
、
あ
る
い
は
悪
霊
の
追
い
出
し
と
い
っ
た
行
為
は
、
あ
ま
り
見
出
せ

な
い
。
悪
魔
は
様
々
な
笛
所
で
語
ら
れ
、
信
徒
た
ち
に
と
っ
て
一
定
の
リ
ア
ル
な
存
在
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
個
々
の
災
厄
の
原
因
を
悪

の
仕
業
と
見
た
り
、
悪
霊
を
追
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
病
い
を
癒
す
、
と
い
っ
た
観
念
は
前
面
に
は
表
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
神
癒
も
ま
た
聖
霊
の
恵

の
働
き
で
あ
っ
た
。
先
に
聖
書
研
究
会
の
席
で
「
聖
霊
御
自
身
を
教
師
に
」
し
た
例
を
見
た
が
、
実
際
に
こ
う

み
で
あ
り
、
強
調
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で

の
導
き
の
ま
ま
に
自
由

の
御
席
一
と
し
て
人
間
は
着
座
せ
ず
、
司
会
者
は
要
点
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
聖
霊
に
教
え
ら
れ
動
か
さ
れ
た
者
は
、
そ

っ
た
と
い
う
。
彼
ら
が
周
囲
か
ら

と
よ
ば
れ
た
所
以
で
も
あ
る
。

し
た
会
で
は
、
正
面
の
テ
ー
ブ
ル
は

五

霊
潔
の
設
詞

近
代
日
本
の
初
期

が
力
説
し
た
聖
潔
の
教
理
は
、

エ
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
独
自
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
想
で
は
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス

や
英
国
の
ウ
ェ
ス
レ
ー
な
ど
の
思
想
の
影
響
下
に

一
八
世
紀
以
降
の
欧
米
、
特
に
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
完
全
主
義
(
勺
2
ム
2
2
2
3
g
)

の
教
説
の
な

か
で
、
広
く
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
キ
リ
ス
ト
の
媛
罪
に
よ
っ
て
罪
を
赦
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
す
で
に
現
世
に
お
い
て
原
罪
を
除
去
さ
れ
、

キ
リ
ス
ト
の
完
全
性
を
獲
得
し
う
る
恵
み
も
受
け
て
い
る
、

と
す
る
。
こ
の
聖
潔
に
よ
る
原
罪
の
消
滅
と
い
う
教
説
は
、
欧
米
に
お
い
て
も
、
福
音
派
の
主
流
、
と

り
わ
け
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
神
学
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

日
本
で
説
か
れ
た
純
福
音
の
キ
リ
ス
ト
教
も
、
そ
れ
を
批
判
す
る
、
王

欽
米
で
流
行
し
た
教
義
や
論
争
の
受
け
売
り
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
十
四
が
確
か
に
あ
る
。

流
派
σ〉



と
は
い
え
、

そ
も
そ
も
「
原
罪
」
と
い
っ
た
観
念
が
ど
の
程
度
ま
で
理
解
さ
れ
て
い
た
か
疑
わ
し
い
一
般
信
徒
に
目
を
向
け
る
と
き
、
単
な
る
教
理
レ
ベ
ル
の
議

論
だ
け
で
は
埋
解
で
き
な
い
問
題
が
残
る
。

J
加
の

の
読
者
層
と
な
っ
た

般
信
徒
が
聖
潔
の
教
理
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、

ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
か
を

知
る
手
が
か
り
は
少
な
い
が

し
ば
し
ば
掲
載
さ
れ
た

。〕
ヨx:<
iil1 

L 

の
記
事
は
、
そ
う
し
た
実
状
を
推
察
す
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
こ
れ
は
聖
潔
の
体
験

を
得
た
と
称
す
る
信
徒
が
、

そ
の
体
験
を
み
ず
か
ら
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
事
例
の
巾
か
ら
代
表
的
と
忠
わ
れ
る
一
一
人
の
詮
詞
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

ヨ
一
以
刀
土
問
ム
口
一
二

j
i
i
J
T
l
v
i
、
J
一
一
一
」

/
A
A
3

月

五

こ
む
へ
コ
、
二
¥
判
い
一
学
3

一2

一
]
〉

;
t
J
J
'
j
J
j
p
主
回
。

よ
ほ
め
ら
れ
た
る
誇
詞
」

で
あ
る
。
彼
は
長
く
ホ

i
リ
ネ
ス
教
会
に
と
ど
ま
り
、
昭
和
八
年
の
分

裂
後
も
口
μ
本
山
一
土
教
会
の
福
音
使
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
以
前
伝
道
館
に
て
修
養
し
て

れ
し
が
今
は
金
沢
に
て
働
き
居
ら
る
、
兄
弟
な

り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

八
月
秋
山
兄
が
巡
回
し
て
来
ら
れ
ま
し
た
時
、
約
七
・
三
七
i

三
八
に
就
き
御
教
示
せ
ら
れ
ま
し
て
私
は
悔
改
て
祈
祷
も
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
左
程
に
感
じ

ま
せ
ん
で
し
た

A

-

、'¥久

f
A
〉

A

二
十
主
十
品

1
1
i
r
I
f
U
4一、J
u
l

に
苦
し
く
な
っ
て
、

ド
ウ
か
し
て
此
苦
し
き
生
涯
よ
り
出
た
い
と
思
ふ
て
種
々
な
方
法
を
な
し
此
頃
迄
苦
し
ん
で

ま
し
た
が
一
丁
度
其
は

の
生
涯
で
あ
り
ま
し
た
。

パ
ッ
ク
ス
ト
ン
帥
の
約
翰
伝
講
義
も
二
凶
以
上
も
見
、
白
衣
も
見
、
救
世
軍
の

の
来
を
も
見
、

の
糧
(
是
は
以
前
松
江
に
発
行
せ
ら
れ
し
雑
誌
也

は
何
度
も
読
ん
で
見
、
十
日
い
焔
の
舌
も
出
し
て
見
、

又
何
度
も
祈
り
、
ま
し
た
、
故
に
被
潔

の
理
屈
は
よ
く
分
る
が
自
分
が
之
を
得
な
い
為
め
に
唯
益
苦
し

む
詐
り
で
あ
り
ま
し
た
。

日
私
と
共
に
以
前
よ
り
此
恵
を
求
め
て
居
る
一
人
の
兄
弟
が
私
の
許
に

っ
て
参
り
ま
し
て
牧
師
か
宣
教
師
の
庭
に
行
っ
て
聞
か
う
で
は
な
い
か
と
申
し

ま
し
た
時
、

人
に
行
く
よ

に
行
け
と
の
御
声
が
問
え
ま
し
た
、
其
庭
で
人
の

に
行
く
事
を
廃
し
ま
し
た

翌
日
其
兄
弟
は

の
バ
プ
テ
ス
マ
チ
ニ
党

け
第
二
の
恵
に
入
っ
た
と
申
し
て
私
の
虞
へ
参
り
ま
し
た
、
同
兄
は
泣
い
て
感
謝
し
た
の
は
此
時
の
み
だ
そ
う
で
す
、

か
く
其
兄
弟
は
信
仰
に
よ
れ
る
勝
利
の

生
涯
に
入
り
ま
し
た
が
私
は
受
け
な
い
か
ら

生
懸
命
に
神
に
願
ひ
ま
し
た
c

在、
は

に
よ
り
凡
を
捧
げ
て
居
る
や
と
尋
ね
ら
れ
た
時
、
未
だ
「
己
一
と
云
ふ
も
の
が
あ
っ
た
為
め
此
恵
を
得
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
と
云
ふ
事
を
発
見

し
ま
し
た
、
故
に
私
は
凡
て
を
献
げ
ま
し
た
時
祈
祷
は
き
か
れ
、
同
時
に
加
投
太
五
・
二
問
、

五
を
輿
へ
ら
れ
、
明
治
三
六
年
十
月
二
八
日
午
後
四
時
私
は

哲
学
・
思
想
論
集
第
-
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十
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号
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近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
山
主
立
派
」
に
つ
い
て

)¥.. 

の
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
ま
し
た
ハ
レ
ル
ヤ
!

私
は
伝
道
館
に
倍
た
時
兄
弟
等
が
潔
め
ら
れ
た
と
云
ふ

で
居
る
の
を
見
も
し
間
も
し
ま
し
た
が
左
程
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
、
私
は
今
迄
は
信
者
の
生

涯
を
送
っ
て
居
ら
な
か
っ
た
の
で
す
、
私
の
今
迄
の
働
は
義
務
的
で
、
又
今
迄
の
祈
祷
は
肉
の
願
の
み
で
自
己
の
為
に
の
み
折
っ
て
居
ま
し
た
、
加
村
一
五
・
二

四
、
二
五
は
何
時
も
読
ん
で

る
御
言
で
す
が
何
も
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
今
は

に
よ
り
て
歩
む
事
を
教
へ
ら
れ
、
何
も
恐
る
、
事
は
な
く
喜
ん

で
主
の
聖
旨
の
通
り
に
な
る
事
が
出
来
ま
す
ハ
レ
ル
ヤ
!
(
下
略
)

ヨ
ハ
、
不
七
・
三
七
i

一
二
八
と
は
、
「
活
け
る
水
、
川
と
な
り
て
」
と
い

の
隠
織
の
部
分
で
あ
り

ロ
マ

の
生
涯
と
は
、
善
を
し
た
く
て
も
で

き
ず
、

し
た
く
な
い
悪
を
行
な
っ
て
し
ま
う
人
生
で
あ
る
。
こ
れ
を
脱
却
し
よ
う
と
苦
し
み
、
聖
潔
を
説
く
様
々
な
本
な
ど
を
読
ん
だ
が
効
果
は
な
く
(
ち
な
み
に

「
白
衣
し
と
は
、
中
田
重
治
が
翻
訳
し
て
出
版
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ

y
ソ
ン
博
士
と
い
う
説
教
者
の
著
書
名
で
あ
る
)
、

人
に
で
は
な
く
聖
霊
に
す
べ
て
を
委
ね
た

と
き
、
第
一

の
恵
み
で
あ
る
聖
潔
を
受
け
る
こ
と
が
で
、
き
た
、
と
い
う
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
例
で
は
明
確
に

の
バ
プ
テ
ス
マ
ー
一
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
が

使
わ
れ
て
い
る
。
知
人
は
先
に
こ
れ
を
受
け
て
「
第

の

「
勝
利
の

に
入
っ
た
の
に

「
私
は
受
け
な
い
か
ら

生
懸
命
に
神
に
願
ひ
ま
し
た
」
と
い
う

表
現
か
ら
は
、
こ
れ
が
一
種
の
イ
ニ
シ
エ

l
シ
ョ
ン
の
資
格
試
験
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、

へ
の
執
着
を

捨
て
た
と
き
「
祈
祷
は
き
か
れ
」
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
の
よ
う
に
多
く
の
詮
詞
で
は
、

の
バ
プ
テ
ス
マ
し
は
明
確
な
時
日
を
も
っ
て
記
憶
さ

れ
、
そ
の
瞬
間
に
何
ら
か
の
聖
匂
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
体
験
を
伴
っ
て
い
る
。
位
界
の
多
く
の
シ
ャ

i
マ
ン
の
イ
ニ
シ
エ
!
シ
ヨ
ン
で
、
成
亙
の
完
了
時
に
特
別

の

の
名
や
、
特
殊
な
秘
儀
が
明
か
さ
れ
る
構
造
と
も
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
体
験
を
契
機
に
「
今
迄
は
信
者
の
生
涯
を
送
っ
て
居
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
自

党
と
、
「
今
は

に
よ
り
て
歩
む
事
を
教
へ
ら
れ
、
何
も
恐
る
、
事
は
な

ん
で
主
の
聖
旨
の
通
り
に
な
る
事
が
出
来
ま
す
」
と
い
う
力
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ

る。
表

2
は
、
「
焔
の

」
コ
一
叶

44μv内

ν
、ご、し、-

lv
れ
が
ま
山
サ
ム

C
?
1
J
/

「
聖
潔
の
詰
詞
」

の

で
あ
る
。
表
中
の

「
聖
潔
以
来
の
期
間
」
に
見
る
よ
う
に
、
体
験
し
て
か
ら
自
の
浅
い
時
期
に

れ
た
り
、
語
ら
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
先
の
事
例
で
も
、

一
ヶ
月
に

て
お
A

勺
ぷ
7
、

い
わ
ば
体
験
後
の
高
揚
状
態
の
な
か
で
書
か
れ
た
こ
と
が

丈
一
而
か
ら
感
じ
ら
れ
る
。
中
田
重
治
な
ど
の
幹
部
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
劇
的
な
聖
潔
体
験
に
よ
る
変
化
を
生
涯
持
続
し
え
た
人
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
、



表 2 u焔の舌」に掲載された「聖潔の設認」一覧

よ}千
I二3
込と1.
弓二

i事例年月日

1番引

川 明一l救山と団閣聖野割j潔京の;誼翻歪信銅5詞司

j 印明削3

3 1明36.11.251潔められたる詮詑j詞司

笠潔の 11寺~m 型潔以来の

jtJi 11'り

3.11ミ10月

( 11fJO月)

表題

思
想
論
集
第
二
十
四
日
ヴ

] .1i三6月

2.11三

1 j=J 

2月

2月

6) I 7月

1 J月

2年 2

11年 8月

(記述ないが、

ごく最近)

*明治36年一大正 5年の u焔の舌」に掲載された「聖潔」の証言を網羅した。

*証言のなかで、自らが撃潔を受けたと自覚する年月日が諮られている場合には、これをに型潔の

時期」繍に記した。一度体験したものの、その後堕落し、再体験したと語っている事例について

は、( )内に新たな体験時を記した。また、「聖潔以来の期間!とは、この聖i訟の体験から、証

言が掲載された日までの年月である。



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

。

そ
の
反
一
面
で
、
信
徒
た
ち
の
出
入
り
が
激
し
か
っ
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
表
2
の
事
例
問
問
、
「
淡
路
島
に
於
て
堀
部
末
吉
」
と
い
う
記
名
の
あ
る

で
、
大
正
二
年
一

O
月一ニ

O
日
号
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

せ

っ

せ

い

さ

め

い

に

ね

ん

ぐ

わ

っ

ょ

こ

は

ま

あ

ろ

う

せ

い

ぐ

ん

小
生
は
去
る
明
治
三
九
年
二
月
横
浜
に
在
る
救
世
草
に
て

の
救
を
受
け
三
ヶ
月
後
入
隊
し
て

な
り
、

ど
一
つ
ム
ね
ん
「
、
ね
つ

同
年
八
月

に
命
ぜ
ら
れ
而
し

に
9
4

ん

し

ょ

く

げ

λ

よ

泊

ま

ハ

よ

ご

と

あ

つ

ま

し

ゆ

っ

せ

き

い

た

ど

っ

ね

ん

く

わ

っ

し

く

わ

ん

こ

う

日

て
自
分
の
職
業
の
余
暇
に
毎
夜
の
如
く
集
り
に
出
席
致
し
同
年
十
一
月
士
宮
候
補
生
と
な
り
、

ご

あ

し

か

け

心

ん

い

く

た

び

し

く

わ

ん

す

く

ひ

き

ょ

め

ひ

ζ

ル
¥

以
後
足
掛
六
年
幾
度
も
士
宮
と
し
て
救
と
聖
潔
を
人
々

を
v

ま
h

人

じ

ぶ

ん

じ

ゃ

フ

さ

つ

に
教
へ
又
自
分
も
上
級
の

JJJし

り
wず

/一

3
1
d
ゃ
な
九

J
J
ゴ

J

こ一一
L
一ヨ一ョ?、

4
ふ

.
M
l
y
ソ下，
BEJvsr-

さ

ふ

ら

ど

も

り

聖

潔

を

教

へ

ら

れ

候

へ

共

、

き

聖

潔

を

受

け

し

事

な

く

、

ぁ
L

ー

す

こ

か

ん

ヒ

ゃ

う

じ

ゃ

っ

き

う

し

く

わ

ん

ち

う

こ

く

船
中
に
て
個
人
伝
道
す
る
の
能
力
な
く
又
人
々
を
心
よ
り
愛
す
る
愛
も
な
く
少
し
の
感
情
よ
り
上
級
士
官
の
忠
告
を
も
関

ほ

ん

ね

ん

ぐ

わ

っ

こ

ぶ

っ

し

ゃ

っ

本
年
三
月
古
物
商

其
実
今
考
へ
て
見
る
と

ひ

ご

と

こ

と

火
の
バ
プ
テ
ス
マ
の
如
き
事
を

き
入
れ
ず
し
て
軍
隊
を
去
り
、

ー

っ

げ

つ

ご

っ

ひ

あ

く

げ

，

A

数
ヶ
月
後
に
は
遂
に
悪
業
を
も

む
様
に
な
り
た
る
が
、

ま

た

か

み

ば

っ

こ
れ
又
神
の
罰
す
る

と
な
り
て
栄
え
ず
、

は

じ

[

い

よ

う

し

ご

め

や

Z
J
さ
仁
ゃ
っ
Y
一

パ

い

ろ

て

ん

だ

ゐ

を
始
め
毎
夜
牛
込
山
吹
町
通
り
に
一
露
天
を
出
し
居
た
り
し
が
、

そ

の

わ

与

ま

L

ょ
っ
し
ご
め
で
ん
だ
)
ぐ
わ
人
あ
い
け
L

い

つ

ね

っ

し

ん

を

く

ぐ

わ

い

で

ん

だ

}

な

し

み

づ

け

い

し

ん

其
脇
に
て
毎
夜
牛
込
伝
道
館
の
愛
兄
等
が
熱
心
な
る
屋
外
伝
道
を
為
せ
し
と
清
水
兄
の
親

切と
な
る

ょ

J
ん

L
ん
か
}
く
わ

L
L
く

に
由
り
て
一
再
び
信
仰
回
復
し
、

す

け

つ

あ

づ

-

一

と

〈

引

っ

数
ヶ
月
預
く
る
事
と
し
七
月
十
九

ほ
っ
?
ん
だ
っ
ん
L

ー

は

ん

ら

こ

と

あ

ひ

な

り

と

ぴ

ん

ご

と

つ

れ

さ

っ

そ

く

さ

た

く

つ

主

こ

つ

ま

り

ょ

う

し

ん

地
方
伝
道
隊
に
入
り
働
く
事
と
相
成
飛
立
つ
如
き
嬉
し
さ
に
て
早
速
帰
宅
し
て
妻
子
を
妻
の
両
親
の
へ

こ

く

ね

っ

v

ょ

に

ゅ

ん

は

こ

ね

し

つ

や

〉

ー

か

ハ

お

一

も

む

せ

っ

せ

い

こ

、

与

よ

め

に
向
っ
て
出
発
せ
り
。
越
へ
て
九
月
初
旬
箱
根
の
修
養
会
に
赴
き
た
り
。
小
生
は
此
庭
に
て
聖
潔
を
受
け

四
日
目
の
夜
中
田
先
生
が
聖
潔
を
受
け
ぬ
人
は

を
受
く
る
能
は
ず
、

あ

ふ

ひ

ん

:

よ

あ

る

ひ

カ

パ

ド

ケ

J

ゅ

ー

の

ん
と
て
或
は
山
に
或
は
河
原
に
行
き
て
祈
り
し
も

i
で

い

づ

一

〕

ゆ

し

の

い

受
く
る
迄
何
慮
に
で
も
往
き
て
祈
れ
と
臼
は
れ
し
に
由
り
、

人
な
き

種
々
思
ひ
煩
ひ
居
た
り
し
が
、

ゅ

ー

の

な

い

」

主

で

の

つ

あ

た

に
往
き
て
祈
り
し
も
尚
聖
潔
を
受
く
る
能
は
ず
、

翌
日
東
兄
及
、
ぴ
奮
友
横
島
氏
に
も

そ

も

い

の

そ

の

、

ん

し

J
-
で
こ
く
は
く

1
pヲ

し
、
共
に
祈
れ
り
。
其
後
今
迄
告
白
せ
ざ
り
し
少
し
の
罪
を
も
あ
る
人

刀

付

守

}

く

は

く

カ

み

そ

の

い

の

き

た

ま

っ

ひ

に
神
に
告
白
し
た
る
に
神
は
其
祈
り
を
開
き
給
ふ
て
遂
に

み
を
受
け
ま
し
た
。

11守i
ネ111]， 
様i
よ

J!易;
は
り
し

ひ

と

/

(

¥

し

ば

ら

は

た

ら

一
一
一
一
一
口
は
約
壱
一
・
九
節
で
あ
り
ま
し
た
。
其
後
神
の
御
導
き
に
出
り
て
淡
路
島
に
て
フ
リ
!
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
人
々
と
暫
く
働

は
い

J

ょ

ん

と

ん

f
う

く

わ

ん

ゼ

つ

け

う

4

J

Y

5

よ

め

あ

か

d

は
f
J
B

を

わ

f

t
し

ょ

で

い

づ

こ

こ

じ

ん

で

λ

ト
ラ
ク
ト
を
配
布
し
又
は
伝
道
館
に
て
説
教
を
為
し
又
聖
潔
の
詮
一
刊
を
い
た
し
て
働
い
て
居
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
迄
何
庭
に
で
も
偲
人
伝

く
事
と
な
り

道
を
す
る
能
力
な
か
り
し
が
今
は
屋
外
集
会
に

に
、
汽
船
中
に
て
伝
道
を
い
た
し
て
居
り
ま
す
。

ハ
レ
ル
ヤ



同
じ
く
聖
潔
体
験
か
ら
ヶ
月
ほ
ど
の
時
点
で
の
詮
一
刻
で
あ
る
。
こ
の
男
性
の
場
合
、

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
は
救
世
軍
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
聖
潔
の
教
理
を
教

え
ら
れ
る
も
実
体
験
を
伴
わ
ず
、

た
め
に
挫
折
す
る
が
、
伝
道
館
に
導
か
れ
て
、

つ
い
に
こ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
例

で
は
、
当
人
は
聖
潔
の
体
験
を
受
け
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
妻
子
を
実
家
に
返
し
、

み
ず
か
ら
は
泊
ま
り
込
み
の
箱
根
修
養
会
に
参
加
し
て
「
山
に
或
は
河
原
に

行
き
て
祈
り
」
、

し
か
も
五
日
目
に
至
っ
て
よ
う
や
く
目
的
を
果
た
し
て
い
る
。
最
終
的
に
聖
潔
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
参
加
者
た
ち
の
前
で
「
今
迄
告

自
せ
ざ
り
し
少
し
の
罪
」
ま
で
を
も
大
声
で
告
白
し
た
た
め
で
あ
る
、

と
さ
れ
て
い
る
。

ど
ち
ら
の
事
例
に
お
い
て
も
、
型
潔
を
教
理
と
し
て

つ
ま
り
頭
で
理
解
す
る
知
識
や
思
想
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
長
い
期
間
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は

の
組
解
で
は
な
か
っ
た
。
聖
潔
と
は
、
ま
さ
に

に
捕
ら
え
ら
れ

そ
の
火
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
内
な
る

を
焼
き
尽
く
さ
れ
る
と
い
う

体
験
を
味
わ
っ
た
者
だ
け
が
到
達
で
き
る
境
地
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
広
義
の
体
験
主
義
と
い
え
よ
う
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
近
旺
以
前
に
ま
で
遡

り
、
明
治
則
の
教
育
瑚
念
に
流
れ
込
ん
だ
儒
教
的
な
い
し
は
武
士
道
的
な
修
養
道
徳
と
の
連
接
も
指
摘
で
き
よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

2
0
一
一
三
戸
川
U
2
2
{
}内
包

c
cコ
は
、
後
に
は
「
型
化
」
と
い
う
翻
訳
臭
の
強
い
用
語
に
統

さ
れ
る
が
、
初
期
の
頃
は
も
っ
ぱ
ら
「
き
よ
め
」

で
あ
っ
た
。
信
徒
た
ち
の
設
詞
か
ら
は
、

み
ず

か
ら
の
内
に
付
着
し
た
罪
障
や
汚
れ
を
、
水
や
火
や
生
命
を
も
っ
て
喰
え
ら
れ
る

に
よ
っ
て
除
去
し
、
法
浄
な
る
身
と
な
っ
て
再
生
す
る
、

と
い
っ
た
イ
メ

i

ジ
が
汲
み
取
れ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
在
来
の

「
み
そ
、
さ
」
「
は
ら
い
」

の
思
想
と
の
連
関
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
原
罪
に
対
す
る
信
徒
た
ち
の
理
解
に
は

様
々
な
レ
ベ
ル
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、

ωω
三
三
一
2
c
c
コ
な
ど
の
教
理
を
「
き
よ
め
」
と
い
う
和
語
に
よ
っ
て
受
け
と
め
た
と
き
、

心
な
き
忠
誠
や
現
世
に

執
着
し
な
い
潔
さ
を
徳
と
す
る
武
士
道
徳
や
、
汚
れ
を
嫌
っ
て
清
浄
を
求
め
る
民
俗
社
会
の
慣
習
な
ど
が
、

の
補
強
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

¥;i 
。

日
本
の
初
期

に
お
け
る
聖
潔
の
教
理
の
武
士
道
的
・
修
養
道
徳
的
性
格
は
、

そ
の
担
い

の
多
く
が
男
性
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
窺
え
る
。

上
記
の
第
二
の
事
例
で
、
聖
潔
を
受
け
る
た
め
に
妻
子
を
数
ヶ
月
も
実
家
に
預
け
た
と
い
う
男
性
の
行
為
な
ど
は
、
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
箱
根
の

山
中
で
開
か
れ
た
修
養
会
で
は
、
彼
の
よ
う
な
多
く
の
信
徒
が
、
木
林
や
河
原
で
激
し
く
祈
り
つ
つ
、
各
自
の
聖
潔
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
女
人
禁
制

に
よ
っ
て
婦
女
の
汚
れ
を
避
け
て
山
中
で
苦
修
練
行
に
取
り
組
む
、
仏
教
徒
や
修
験
者
た
ち
の
「
行
一

の
形
態
を
も
訪
併
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

初
期
の

の
活
動
に
は
、
女
性
の
教
役
者
や
信
徒
も
含
ま
れ
て
い
た
。
具
体
的
な
デ

l
タ
は
な
い
が
、

そ
の
多
く
は
す
で
に
信
徒
と
な
っ
た
男
性
の
妻

科
学
・
忠
初
心
論
集
第

-

4

十
四
号



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

や
親
族
な
ど
が
多
く
、
女
性
ひ
と
り
が
家
族
の
縁
を
断
ち
切
っ
て
入
信
す
る
、

と
い
う
ケ

i
ス
は
ま
だ
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
農
村
共
同
体
の
読
料
か
ら
離
れ

た
都
市
勤
労
者
の
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
女
性
が
娘
や
嫁
と
い
う
立
場
を
脱
し
て
、
自
己
主
張
で
き
る
社
会
環
境
で
は
・
な
か
っ
た
。
『
焔
の
舌
』
誌
面
に
お
い
て
も
、

女
性
の
名
前
に
よ
る
記
事
は
稀
で
あ
る
。

設
認
で
は
、

特
に
神
癒
の
体
験
を
記
し
た
も
の
に
女
性
の
名
が
目
立
つ
が

表
2
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

聖
潔
の
詮
詞
は

大
半
が
男
性
で
あ
っ
た

(
二
五
例
中
、
女
性
は
四
例
の
み
)
。
聖
潔
の
教
理
と
は
、
あ
く
ま
で
も
男
性
を
中
心
に
据
え
た
教
役
者
や
信
徒
た
ち
の
体
験
を
基
軸
に
、

そ
の
模
範
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
重
治
の
ホ
!
リ
ネ
ス
教
会
は
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、

自
本
の
教
会
史
に
お
い
て
は
驚
異
的
と
も
い
え
る
教
勢
の
拡
張
を

と
げ
る
が
、

そ
こ
に
は
多
く
の
女
性
信
徒
も
含
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
、

説
か
れ
た
訓
話
で
は
「
女
の
頭
は
男
な
り
」

(
コ
リ
ン
ト

I

一

一一一、、ー/

と
い
う
保
守
福

音
派
の
主
張
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。

初
期
に
お
い
て
も
、

大
正
二
年
九
月
一

一
自
号
の

『
焔
の

で
は

't'
凡

な

た

-
L
づ
カ

「
婦
女
は
只
静
に
す
べ
し
」

家かと
庭ごい
をう
護i記
れ事
」が

あ
り
、

A

仁

ん

あ

く

に

う

じ

ゅ

ん

「
婦
人
を
じ
て
飽
ま
で
従
阪
な
ら
し
め
よ
」

ロ
マ

-
二
六
を
引
い
て
、
悪
魔
は
婦
人
を
し
て

じ

ゅ

ん

せ

い

よ

う

出

へ

5
ゃ
く
セ
1
6

「
蝦
性
の
用
を
変
て
逆
性
の
用
を
な
さ
ー
一

し
め
ん
と
し
て
い
る
と
し
て
、
「
聖
徒
よ
、

と
呼
び
か
け
て
い
る
。

ま
た
何
回
年
四
月
六
日
口
す
に
は

「
多
摩
川
の
バ
プ
テ
ス
マ
」

と
し
て
五

O
名
ほ
ど
の
信
徒
の

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
約
三
分
の

一
が
女
性
で
あ
る
。

し
か
し
、

同
じ
真
に
は

「
婦
人
と

と
い
う
記
事
が
あ
り
、

ふ
じ
ん
は
ど
う
ご

「
婦
人
程
動
か
さ

干

す

あ

く

し

山

、

11

ふ

じ

ん

つ

九

と

く

だ

ん

〕

し

つ

あ

ら

の

ハ

万

引

け

れ
易
い
も
の
、
悪
に
染
み
易
き
も
の
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
こ
れ
婦
人
の
中
に
特
に
男
子
よ
り
も
質
の
悪
し
き
者
を
出
す
所
以
で
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
た
文
言
も
見
え
る
。

こ
う
し
た
ホ

l
リ
ネ
ス
教
団
の
守
旧
的
性
格
は
、
特
に
戦
後
の
研
究
者
か
ら
嫌
悪
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

そ
の
十
分
な
研
究
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
出
に
も
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

ー」一-
J、

近
代
日
本
の
信
仰
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

『
焔
の
舌
』

で
は
女
性
の
従
属
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

や
徳
目
の
遵
守
が
、
信
徒
た
ち
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
聖
一
潔
と
は

志
二
ム
司
叶
J
1
ノ

勺
~
リ
ヨ
山
γ
刀

ν

や
汚
れ
を
除
く
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
肉
の
汚
れ
と
し
て
は
酒
、
煙
草

の
汚
れ
と
し
て
は
倣
慢
、

野
心
が
特
筆
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
で

は
、
特
に
「
嫉
妬
」
「
賀
沢
」
「
情
欲
」
な
ど
が
非
難
の
的
と
な
っ
た
。
大
正
五
年
二
月
一
七

の
「
国
民
道
徳
の
類
廃
」

で
は
、
「
今
自
の
大
学
生
を
見
よ
、
ノ
彼

等
は
泥
酔
し
て
反
っ
て
こ
れ
を
誉
と
し
て
居
る
。

は
役
者
や
、
角
力
取
り
を
買
っ
て

る
」
「
芝
居
や
、
活
動
写
真
は
益
々
隆
盛
に
な
っ
て
居
る
」
「
上
流
中



流
の
賛
沢
は
其
極
に
達
し
て
居
る
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
自
己
中
心
と
堕
落
の
証
拠
と
見
て
い
る
。
こ
う
し
た
罪
や
汚
れ
の
具
体
的
指
標
は
、
年
を
重
ね
る
な
か
で
、

て
っ
て
い

ま
す
ま
す
広
範
で
細
か
な
注
意
事
項
と
な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
、
大
正
一

O
年
一
一
月
一
七
日
付
「
笠
潔
之
友
』
の
中
田
重
治
に
よ
る
「
徹
底
せ
る

び

に

い

ん

し

ゅ

さ

つ

え

ん

い

ホ
i
リ
ネ
ス
人
し
で
は
、
真
の
「
ホ
!
リ
ネ
ス
人
」
た
る
に
必
要
な
注
意
事
項
が
、
実
に
三
四
項
目
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
筆
頭
が
「
飲
酒
喫
煙
は
言

ふ
ま
で
も
な
く
厳
禁
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
仁
丹
の
如
き
も
の
も
用
ふ
べ
き
で
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
当
時
流
行
し
始
め
た
仁
丹
や
チ
ュ

i
イ

ン
ガ
ム
な
ど
も
、
無
益
な
晴
好
品
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
以
下
、

は
一
切
用
い
な
い
」
「
間
食
の
茶
果
な
ど
を
食
べ
な
い
」
「
小
説
や
当
旺
流
行
の
雑
誌
な
ど
は
読
ま
な
い
」
「
活
動
写
真
は
見
な
い
」
「
刀
剣
な
ど
の
骨
董
品
は
売
り
払
つ

の一

O
項
ま
で
の
内
容
を
記
す
と
、
「
白
粉
、
香
水
、
金
の
指
輪
な
ど
の
賢
沢
口
問

の
た
め
に
用
い
る
」
「
相
場
に
は
手
を
出
さ
な
い
」
「
信
仰
と
並
立
し
な
い
業
は
、
極
端
と
思
う
ま
で
に
放
棄
す
る
」
「
朝
寝
、
夜
ふ
か
し
、
無
駄
話
は
厳
禁
」
「
衣

食
住
は
で
き
る
だ
け
質
素
に
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

初
期

の
壁
潔
の
教
理
に
魅
力
を
感
じ
、

そ
こ
に
救
い
を
見
出
し
た
信
徒
の
多
く
は
、

農
村
共
同
体
を
離
れ
て
都
市
に
移
り
、

そ
こ
で
何
ら
か
の
職
を

で
は
、

都
市
に
は
資
本
主
義
経
済
の
浸
透
に
伴
う
、

「
世
の
中
は
蔦
事
寓
端
皆
競
争
で
あ
る
。

競
争
社
会
、

「
焔
の
舌
』

ま

に

ん

げ

ん

は

ド

っ

こ

、

ろ

え

た

れ

は

セ

ぱ

は

し

ね

っ

ち

つ

負
け
る
は
人
間
の
恥
と
心
得
て
誰
し
も
馳
場
を
走
る
に
熱
中
し
て
ゐ
る
」

消
費
社
会
が
現
出
し
つ
つ
あ
っ
た
。

大
正
二
年
一

月
二
三
自
号
の

得
た
人
々
で
あ
っ
た
。

「
競
争
の
世
の
中
」

る。

と
指
摘
し
て
い

一
方
で
は
、
明
治
政
府
の
教
育
政
策
に
お
い
て
も
、
勤
勉
・
倹
約
・
孝
行
・
謙
譲
と
い
っ
た
近
世
以
来
の
通
俗
道
徳
は
、
忠
君
愛
国
の
理
念
と
リ
ン
ク
さ
せ
る

形
で
堅
持
さ
れ
、
称
揚
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
生
真
面
目
に
吸
収
し
た
若
者
た
ち
に
と
っ
て
、
と
り
わ
け
厳
し
い
生
存
闘
争
と
目
新
し
い
消
費
文
化
へ
の
誘
惑
が
渦
巻

く
都
市
空
間
は
、
ま
さ
に
道
徳
の
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
に
苦
し
め
ら
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
。
上
記
の
禁
止
項
自
で
も
、
飲
酒
と
間
食
な
ど
を
別
に
す
れ
ば
、
出
来
の
農

村
社
会
で
農
民
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
限
り
は
、

さ
ほ
ど
痛
感
を
感
じ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
聖
潔
の
教
理
が
厳
し
く
断
罪
し
た
内
面
の
汚
れ
と
は
、
都
市
生

活
の
激
し
い
競
争
と
誘
惑
の
な
か
で
、

な
お
も
「
正
し
く
」
生
き
た
い
と
願
う
人
々
が
、

み
ず
か
ら
の
内
に
見
出
し
た
葛
藤
の
残
骸
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

i
バ
i
風
の
問
題
関
心
に
寄
せ
て
み
れ
ば
、
聖
潔
の
教
理
は
、
、
き
わ
め
て
直
接
的
に
、

し
か
も
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
か
た
ち
で
、
個
人
を
「
世
俗

内
禁
欲
」

へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
神
学
が
、
救
済
の
根
拠
を
人
間
の
力
の
及
ば
な
い
高
み
の
次
元
へ
と
押
し
上
げ
た

(
そ
の
不
安
定

な
状
況
こ
そ
が
、
人
々
を
世
俗
内
禁
欲
に
駆
り
立
て
た
と
ウ
ェ

i
パ
i
は
説
く
わ
け
だ
が
)

の
に
対
し
て
、
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
て
聖
潔
を
得
た
と
'
自
覚
す

る
信
徒
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
世
に
お
い
て

さ
え
も
が
取
り
除
か
れ
た
か
の
如
き

し
い
一
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
み
が
、
唯
一
の
救

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
万



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

lZ1! 

道
こ
そ
が
、

済
の
託
し
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
潔
派
を
自
称
し
た
人
々
は
、
こ
の
外
部
か
ら
見
れ
ば
「
極
端
」
と
も
「
厳
し
す
ぎ
る
」
と
も
い
え
る
よ
う
な
針
の
穴
を
抜
け
る

は
し
ば
し
ば
み
ず
か
ら
の
集
会
を
「
毒
薬
的
集
鉛
」
と
呼
び
、
ま
た
今
日
の
時
代

聖
書
に
説
か
れ
た
真
の
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
主
張
し
た
。
『
焔
の

に
必
要
な
の
は
「
破
壊
的
聖
潔
」
「
暗
殺
的
伝
道
」
で
あ
る
と
称
し
て
、
そ
の
信
仰
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
世
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。

救
済
の
根
拠
へ
の
問
い
は
、
聖
潔
の
証
し

つ
ま
り
そ
の
人
が
実
際
に
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
て
潔
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
基
準
は
何
か
、
と
い

う
問
い
と
な
る
。
本
人
が
ど
ん
な
に
興
奮
し
て
自
分
は
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
を
体
験
し
た
と

い
張
っ
て
も
、

そ
の
後
の
生
活
態
度
が
潔
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

い
換
え
れ
ば
、
彼
ら
の
基
準
に
従
っ
て
「
飲
酒
」
「
喫
煙
」
「
倣
慢
」
「
嫉
妬
一
「
構
欲
」
な
ど
の
汚
れ
の
指
標
が
発
見
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

そ
れ
は
真
の
聖
潔
で
は

な
か
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
聖
潔
の
真
偽
は

の
主
観
的
体
験
や
、

異
言
の
よ
う
な
外
面
的
指
標
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
聖
書
や
神
学
に
対
す
る
知
識

や
教
養
で
も
な
く
、

日
々
の
生
活
に
顕
れ
る
内
面
の
聖
性
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
聖
潔
と
は
、

人
を
断
崖
絶
壁
の
縁
に
ま
で
追
い
込
み
、

と
い
う
解
説
が
あ
っ
て
、

の
バ
プ
テ
ス
マ
が

の
聖
性
と
は
何
か
を
問
い
詰
め
る
教
理
で
あ
っ
た
。
明
治
三
七
年
一
月
一

は

げ

し

さ

か

ぜ

こ

と

与

は

め

は

ご

?δ

あ
ら

「
迅
風
の
如
も
の
ま
た
焔
の
如
も
の
が
顕
は
る
冶
や
う
に
思
ふ
て
居
る
人
」

一
日
の

『
焔
の
舌
』

申
」
ヰ
ー
品

「 聖さ
肉Y潔L

眼どの
に休L
見み徴Z
る」

そ
の
進
退
き
わ
ま
っ
た
場
所
に
お
い
て
、

に
警
告
し
て
、

休

徴

」

が

重

要

で

あ

る

と

説

い

て

い

る

。

そ

し

て

、

じ

し

ん

ム

カ

し

ん

く

ね

ん

へ

わ

す

自
身
の
説
明
が
あ
る
か
ら
幾
年
経
て
も
忘
れ
る
や
う
な
ま
た
は
疑
ひ
出
す
や
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

で
は
な
く
-， 

1íj]~ 

よ

て

め

み

し

る

し

の
自
を
見
る
休
徴
」

聖
潔
の
証
拠
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

し

ん

か

う

の

ぞ

み

き
信
仰
と
侯
望

-， 

聖せ
弓E子れ=ハ

と
し
た
う
え
で
、

ま

っ

た

け

ん

し

ん

「
全
く
献
身
し

も

つ

れ

そ

1

ば

ん

ム

ん

を
以
て
居
る
な
ら
ば
早
晩
キ
ッ
ト
輿
へ
ら
る
、
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
受
て

ぬ
と
て
問
き

む
の
は
未
だ

き
信
'
仰
を
有
し
て
居
ら
ぬ
か
ら
で
あ
り
ま

す
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
受
け
た
か
受
け
な
い
か
な
ど
と
煩
問
す
る
な
ど
と
い
う
状
態
は
、
未
だ
受
け
て
い
な
い
証
拠
で
あ
っ
て
、

の
信
仰
に
立
っ
て
受

け
た
者
は
、
も
う
そ
の
よ
う
な
疑
問
な
ど
抱
か
ぬ
境
地
に
達
す
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

の
聖
潔
の
恵
み
を
受
け
た
信
徒
は

本
当
に
原
罪
ま
で
も
が
除
去
さ
れ
て
-
罪
を
犯
す
こ
と
は
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
素
朴
な
疑
問
に
対
し
て
、

明
治
西

一
一
戸
い
1
1
L
コ弓
J

一

ノ

1

1

j

i

}
ノ

の
解
説
で
は

「
信
者
は
罪
を
犯
さ
ず
」

と
単
刀
直
入
に
什
合
え
て
い
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず

こ

の

に

く

た

い

も

つ

を

つ

ち

と

う

て

い

つ

み

は

な

「
此
肉
体
を
以
て
居
る
中
は
到
底
罪
よ
り
離
れ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い

た
げ
/
i
¥
つ

み

を

A

度
々
罪
を
犯
す
事
が
あ
る

さ
ら
ば
こ
そ
我
等
は
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
の
で

'
で
の
つ
y
-
Jり

ld
は

由

る

其
都
度
血
潮
に
よ
っ
て
赦
さ
れ
る
の
だ
」

と
い
う

-
L
E

、J
L

一
・
削
船
山
刀

ν
斗ぺ

リ
ス
ト
教
徒
に
広
ま
っ
た
ユ
一
一
口
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

こ
れ
が
断
国
否
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
一
言
葉
を
吐
か
せ
る
の
は
サ
タ
ン
で
あ
り

に
国
か
れ
亦
罪
を
犯
す
こ
と
能
は
ず
蓋
神
に
由
て
生
る
れ
ば
也
一

ヨ
ハ
ネ

I
三
・
九
の

「
凡
そ
神
に
出
て
生
る
、
者
は
罪
を
犯
さ
ず
蓋
神
の
種
そ
の
衷

に
明
確
に
反
す
る
と
い
う
。



L
A
υ
1
v
p九
!

一

十

七

つ

'

f

h

p

一引-一'一

L

ひ
っ
え
す

と
は
い
え
、
こ
れ
に
続
け
て
「
併
し
信
者
が
若
し
も
罪
を
犯
し
た
ら
ど
う
す
る
か
。
此
事
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
議
論
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

し
つ
は

j
u
く
f
A

ふ

ん

し

ん

さ

ん

を

ひ

と

か

み

る
人
が
あ
る
か
、
失
望
落
胆
の
淵
に
神
吟
し
て
居
る
人
が
あ
る
か
、
神
の
や
さ
し
き

-， 

)2，:;' 

白liL 

妹f、
よ

ん
主
h
J

が
f

つ
人

1
j
つ
F
h

を
か

1
っ
く
A
J
J
U

り

つ

に

は

ん

も

人

郷
等
の
中
に
今
罪
を
犯
し
て
真
暗
黒
の
中
に
煩
悶
し
て

お
開
き
な
さ
い
」

と
し
て
、

最
終
的
に
は
キ
リ
ス
ト
の
血
に
よ
っ
て
罪
は
赦
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
結
論
が
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し

あ
く
ま
で

「

之瓦
は
例(1

タトL
の

来3

」

だ
と
い
う
。

J

ん

に
注
意
す
べ
き
は

一

一

れ

も

し

ん

J

ヤ

J

み

を

か

ば

あ

げ

之
は
若
し
も
信
者
が
罪
を
犯
し
た
場
合
の

に
云
つ
で
あ
る

し

ん

じ

ゃ

っ

み

を

か

で

あ

る

」

「

信

者

は

罪

を

犯

す

べ

罪
を
犯
し
て
も
よ
い
な
ど
、
横
着

と
し
て

又
罪
を
犯
さ
ぬ

え

は

こ

と

か

り

で

め

お

も

桜
ま
る
事
を
列
立
に
も
忠
つ
て
は
な
ら
ぬ
」

ん

を

5
な

-

)

い

J

ヤ
J

こ

の

ほ

ん

あ

し

立
つ
か
立
た
ぬ
の
幼
児
で
な
い
以
上
は
、
此
二
本
の
足
が
あ
る
か
ら
倒
れ
も
併
さ
れ
も
し
な
い
。

あ

し

よ

A

の
庄
が
あ
っ
て
も
倒
れ
る
も
の
だ
と

き
者h
-c、

t，. 
cト

く

。〕

で
あ
る
が

J

}

J

J

 

i

t

、く

z
い

は

ふ

ひ

之
は
例
外
の
場
合
で
あ
る
」
「
キ
リ
ス
ト
の

'mが
始
終
あ
る
か
ら
と
て

と
注
意
を
与
え
て
い
る
。

ひ
IC

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
例
え
話
が
一
不
さ
れ
る
。
「
人
は

あ

し

も

っ

た

あ

る

や

う

や

一
本
の
足
を
以
て
起
っ
て
歩
く
。
漸
く

。i:;;
し

の
出
来
事
に
よ
り
て
倒
れ
る
事
が
な
い
と
も
限
ら
ぬ
。

ン
一
十
s
h

川
リ

J
「

〉

J

J

A

{

い
か
w
v
h吋
ノ

σ

で
、
さ
ら
ば
と
云
っ
て

"'"、

L
λ
ヒ

ゃ

っ

み

を

カ

ル

り

や

っ

ど

ぞ

れ

お

な

の
も
の
で
は
な
い
。
信
者
が
罪
を
犯
す
の
も
了
度
其
と
同
じ
で
あ

〉

O

Y
L
 

お
そ
ら
く
初
期

の
中
核
を
担
っ
た
指
導
者
た
ち
に
と
っ
て
、
聖
潔
を
受
け
た
者
が
罪
を
犯
さ
な
い
の
は
人
間
が
二
本
足
で
歩
け
る
の
と
同
じ
だ
と
い

う
説
明
は

み
ず
か
ら
の

に
照
ら
し
て
疑
い
よ
う
の
な
い
真
理
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
非
キ
リ
ス
ト
者
は
も
と
よ
り
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
自
称

す
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
容
易
に
受
け
入
れ
難
い
教
説
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

聖
潔
の
教
理
に
固
執
し
た
聖
霊
派
の
人
々
は
、
「
極
端
」
「
過
激
」

な
ど
の
一
誌
を
も
っ
て
激
し
い
非
難
を
浴
び
続
け
た
の
で
あ
る
。

般
に
深
い
思
想
と
は

互
い
に
相
容
れ
な
い
複
数
の
情
意
や
理
念
の
矛
盾
に
苦
し
み

そ
れ
ら
を
己
れ
の
う
ち
で
何
と
か
収
ま
り
を
つ
け
な
が
ら

な
お
か
つ

現
実
を
真
撃
に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
葛
藤
の
中
か
ら
産
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

聖
潔
の
教
理
を
正
面
か
ら
掲
げ
た
初
期
「
聖
霊
派
」
は
、
葛

藤
以
前

思
想
以
前
の

い
わ
ば
突
き
抜
け
た
明
快
さ
の
内
に
生
き
よ
う
と
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
単
純
で
あ
り
、

ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
り

そ
れ
故
に
「
患

直
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
徹
底
し
た
異
質
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
い
う
と
首
を
喉
元
に
突
き
つ
け
ら
れ
な
い
限
り
、
近
代
田
本
の
よ
う
な
精
神
的

の
も
と
で
は
、
深
い
思
想
な
ど
生
ま
れ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。

ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
は
思
想
と
し
て
の
深
み
を
欠
く
と
し
て
も
、
現
実
生
活
の
場
に
力

を
持
ち
う
る
「
思
想
~
と
は
、
何
ら
か
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、

そ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
真
に
く
ぐ
り
抜
け
る
な
か
で
、

か
ろ
う
じ
て
芽
生

え
て
く
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
を
他
者
の

に
散
い
、
大
勢
の
赴
く
方
向
に
な
び
こ
う
と
す
る
日
本
の
文
化
的

科
学
・
忠
想
論
集
第

J

十
川
三
一
万

1工



近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期

に
つ
い
て

__Lー

ノ¥

風
土
に
あ
っ
て

一
神
教
的
信
仰
ラ
デ
イ
カ
リ
ズ
ム
が
突
き
つ
け
た
衝
撃
は
、
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
の
内
村
鑑
三
が
晩
年
に
至
っ
て
、
神
学
的
に
も
心

情
的
に
も
相
容
れ
な
い
中
田
重
治
に
接
近
し
、
一
再
臨
信
仰
に
深
い
共
感
を
示
し
た
の
も
、
決
し
て
故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
最
初
に
提
示
し
た
②
③
④
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
検
討
す
る
な
か
で
、
本
稿
で
主
題
と
し
た
問
題
に
つ
い

て
も
、

さ
ら
に
鮮
明
な
画
像
が
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注(
l
)
特
に
近
年
の
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
以
降
は
、
初
期
「
聖
霊
派
」
で
も
し
ば
し
ば
語
ら
れ
た
「
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
-
な
ど
の
語
は
、
社
会
的
禁
句
に
さ
え
な
っ
た
、
と
い
う
感
が
あ
る
。

(
2
)
山
森
鉄
直
は

G
E足
元
山
む
き
で
と

:
u
h
E玄
ご
・
宅
二
一
一
h
-

ヨ
め
と
・

3
t
y白三
)
J
ζ
?一
(
有
賀
喜
一
訳
『
日
本
の
教
会
成
長
』
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
八
五
)
に
お
い
て
、
近
代
日
本

の
多
く
の
教
派
の
教
会
成
長
が
「
学
校
ア
プ
ロ
ー
チ
・
パ
タ

i
ン
」
を
と
っ
た
の
に
対
し
て
、
ホ

i
リ
、
ネ
ス
教
会
は
例
外
的
に
「
回
心
ア
プ
ロ
ー
チ
・
パ
タ
ー
ン
」
に
重
心
を
置
い

た
点
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
に
よ
る
初
期
ホ

i
リ
、
ネ
ス
の
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
一
調
査
で
は
、
「
信
者
の
大
半
は
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
だ
と
か
商
売
人
あ
る
い
は
そ
の
従
業
員
で

し
た
い
(
邦
訳
書
、
一
八

O
百
(
)
と
い
っ
た
証
一
一
一
一
口
が
得
ら
れ
て
い
る
。

逆
に
い
え
ば
、
彼
ら
の
立
場
は
、
井
内
富
二
夫
が
フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
特
性
と
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
社
会
の
発
展
に
追
随
で
き
な
い
層
の
敗
北
自
認
か
ら
生
じ
た
「
負

け
犬
の
宗
教
」
と
い
っ
た
呼
称
を
付
与
さ
れ
や
す
い
こ
と
に
も
な
る
二
世
裕
社
会
の
宗
教
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
二
、
四
七
二

i
四
七
五
百
(
)
。

(
3
)
「
埋
没
川
ご
は
武
山
市
子
「
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
諸
形
態
」
「
土
着
と
背
教
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
七
に
よ
る
。
本
書
で
武
田
白
身
が
「
埋
没
型
」
と
し
て
中
田
重
治
の
名
を
挙
げ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
に
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
日
本
民
族
の
選
民
視
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
中
出
の
国
家
思
惣
は
、
武
田
が
「
埋
没
型
」
の
極
端
な
例
と
し
た

「
日
本
は
神
間
で
あ
っ
て
、
特
別
な
思
訟
を
受
け
て
い
る
同
で
あ
る
」
(
七
百
(
)
と
い
っ
た
性
格
を
端
的
に
一
不
す
も
の
で
あ
っ
た
。

(
4
)
金
山
続

A

『
戦
時
下
キ
リ
ス
ト
教
の
抵
抗
と
推
折
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
五
、
一
一
一

O
九
真
。
さ
ら
に
、
和
田
洋
一
「
抵
抗
の
問
題
l
l
戦
時
下
の
キ
リ
ス
ト
者
・
自
由
主
義
者

の
姿
勢
に
関
連
し
て
」
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
会
編
「
戦
時
下
抵
抗
の
研
究

I
L
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
六
八
な
ど
。

(
5
)
池
上
良
正
「
癒
し
と
霊
体
験

l
j
i
現
代
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
癒
論
を
手
が
か
り
と
し
て
」
叶
筑
波
大
学
哲
学
思
想
論
集
」
二

O
号
、
一
九
九
五
、
「
現
代
沖
純
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
救
出
窓
述
動
の
展
開
」

2
T教
研
究
」

-

4

A

-

a

」
号
、
一
九
九
七
、
〈

S
Z
3
5
一
一
目
。
〉

E
e
E
4，

Z
P三
2
E
山一一
N
E
C
S
c
こ
さ
言
内
出
m
n
一
三
三
三
↑

q
g
ω
ぎ
子
¥
勺
与
三
ど
-

F
一応
-o
コ
eee
〉
ミ
J
A

〉
~
口
比
二

4

円入品-〈
O

一寸山・

ζg-な
ど
。

(
6
)
②
の
一
課
題
に
つ
い
て
は
、
筑
波
大
学
哲
学
思
想
学
会
第
一
九
陥
学
術
大
会
(
一
九
九
八
年
一

O
月
三
一
日
、
於
筑
波
大
学
)
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
。

(
7
)
吋
焔
の
舌
」
明
治
問
-
年
六
月
会
一
五
日
号
の
「
理
主
派
の
旗
色
」
で
は
、
「
出
土
主
派
と
は
一
の
新
教
派
で
は
な
い
、
が
純
一
部
音
信
徒
を
ば
或
者
は
か
く
呼
ん
で
居
る
」
と
し
な
が
ら
も
、

「
政
側
は
寧
ろ
こ
の
名
を
甘
受
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
記
事
で
は
、
山
担
金
派
に
は
「
非
難
攻
撃
に
頓
着
せ
ず
大
胆
に
純
福
音
を
議
し
て
居
る
一
一
第
一
種
の

入
、
「
W

叫
庄
一
越
し
に
読
を
な
し
最
後
に
手
中
の
も
の
に
せ
ん
と
巧
に
伝
道
を
し
て
出
る
」
第
二
揺
の
人
、
「
日
本
の
信
者
は
未
だ
か
、
る
奥
義
を
聴
く
程
の
耳
を
有
て
居
ら
ぬ
と
云
ふ
尚



日
十
論
者
で
山
口
分
-
簡
の
一
信
仰
に
止
て
置
く
や
う
」
な
第
一
一
対
山
の
人
が
あ
り
、
「
我
憐
は
第
一
一
躍
の
も
の
と
し
て
政
色
を
明
に
し
て
戦
い
居
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
自
ら
の
位
置
づ
け

を
行
な
っ
て
い
る
。

(
8
)
大
正
五
年
七
月
一
一
七
日
号
の
「
型
潔
主
義
」
で
は
、
「
或
人
々
は
型
潔
一
点
と
唱
ふ
る
一
の
教
派
が
あ
る
や
う
に
思
っ
て
居
る
が
こ
れ
は
大
な
る
誤
解
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
教
派

性
が
否
定
さ
れ
る
が
、
一
川
九
月
七
日
号
の
「
型
潔
派
の
事
業
」
で
は
、
「
我
国
に
は
他
に
あ
る
教
派
と
い
ふ
意
味
に
於
て
聖
潔
派
な
る
一
派
は
な
い
。
し
か
し
各
派
を
通
じ
て
散
在

し
て
吊
る
型
潔
の
信
者
を
ば
世
間
が
か
く
呼
で
出
る
か
ら
使
宜
上
か
く
申
す
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
の
呼
称
の
性
格
づ
け
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
小
林
和
夫
「
ウ
エ
ス
レ
ア
ン
・
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
と
ホ

l
リ
ネ
ス
系
の
教
会
」
「
キ
リ
ス
ト
教
の
雌
か
さ
』
日
本
ホ

i
リ
ネ
ス
教
団
出
版
部
、
一
九
八
六
。

(
叩
)
バ

y
ク
ス
ト
ン
に
つ
い
て
は
、
「
八

y

ク
ス
ト
ン
小
伝
」
『
パ
ッ
ク
ス
ト
ン
説
教
集
」
新
生
宣
教
団
、
一
九
八
七
、
参
照
。

(
日
)
土
肥
明
夫
吋
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
キ
リ
ス
ト
教
史
』
で
も
、
純
治
高
の
流
れ
は
「
白
山
、
王
義
に
対
抗
す
る
あ
ま
り
、
硬
市
一
し
た
方
法
で
福
音
主
義
的
教
理
を
唱
え
た
り
、
激
情
的

に
信
仰
復
興
を
ひ
き
お
こ
し
た
り
し
た
一
(
二
三

i
二
四
国
(
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
評
価
が
誤
り
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
総
指
す
る
こ
と
で
、
初
期
「
聖

主
派
L

は
も
と
よ
り
、
今
日
の
「
聖
位
以
運
動
」
の
一
一
一
一
口
動
に
対
す
る
、
王
流
派
の
無
関
心
が
助
長
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

(
ロ
)
米
間
山
首
「
日
本
に
於
け
る
ホ

i
リ
、
ネ
ス
運
動
、
六
『
小
さ
き
群
』
の
初
め
」
「
き
よ
め
の
友
」
昭
和
二
年
二
月
一
四
日
号
。

(
日
)
米
山
山
一
弘
「
日
本
に
於
け
る
き
よ
め
述
動
史
談
、
九
、
最
初
の
修
養
会
ま
で
」
『
き
よ
め
の
友
』
昭
和
二
年
六
月
一
六
日
号
。

(
日
)
中
山
市
一
治
に
つ
い
て
は
、
米
田
勇
『
中
田
章
治
伝
」
福
音
宣
教
会
、
一
九
五
九
、
「
中
田
重
治
全
集
」
全
七
巻
、
福
音
官
一
教
会
、
一
九
九

O
l
一
九
九
二
、
参
照
。

(
日
)
詳
し
く
は
、
山
崎
鷲
夫
・
千
代
崎
秀
雄
「
日
本
ホ
!
リ
、
ネ
ス
教
団
史
』
日
本
ホ

i
リ
、
ネ
ス
教
団
、
一
九
七

O
、
四
六

i
五

O
真。

(
v
m
)

佐
尾
鉄
三
郎
に
つ
い
て
は
、
「
佐
尾
鉄
三
郎
詳
伝
」
「
天
を
お
も
う
生
涯
』
教
文
館
、
一
九
六

O
、
参
照
。

(
口
)
吋
近
代
日
本
キ
リ
ス
ト
教
新
開
集
成
」
(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
)
第
牟
一
期
一
二
八
J

七
一
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
。

(
同
)
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
一
校
史
事
典
」
教
文
館
、
一
九
八
八
の
「
山
章
一
の
一
泊
背
」
(
加
藤
常
昭
)
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
主
唱
し
た
の
は
、
わ
ざ
・

2
5
D
E与
さ

日

出

5
5ミ
〉
ニ
}
町
5
2
の
シ
ン

プ
ソ
ン
(
〉
一
ぴ
円
ユ
∞

ω
-
2
u
M
C
コ
)
で
、
日
本
で
は
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
教
団
、
ホ

l
リ
ネ
ス
教
団
、
基
督
兄
弟
回
、
基
督
聖
協
同
な
ど
が
、
特
に
こ
れ
を
教
え
の
中
核
と
し
て
い
る
と
い
う
。

(
印
)
明
治
山
一
年
八
月
一

O
日
号
。

(
初
)
明
治
三
七
年
一
月
一
一
日
号
「
聖
潔
平
解
」
。

(η
乙
『
天
よ
り
の
電
報
』
明
治
一
二
ヒ
年
一
月
一
一
日
号
「
如
何
に
接
続
す
べ
き
乎
」
。

(
泣
)
明
治
三
六
年
九
月
一

O

H
号
「
大
宮
修
品
一
覧
会
報
(
一
二
ー
一
。
さ
ら
に
明
治
三
七
年
一
一
月
一

O
日
号
の
「
聖
潔
の
二
方
面
」
で
は
、
「
聖
潔
に
も
亦
二
方
面
が
あ
る
。
却
ち
績
梅
雨
と

消
紘
一
的
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
積
祢
…
的
と
は
聖
一
室
の
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
く
る
こ
と
に
て
、
消
権
的
と
は
罪
の
汚
穣
及
、
び
其
根
よ
り
ん
ま
一
く
潔
め
ら
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る。

(
お
)
大
正
二
年
二
月
一
一

O
日
号
か
ら
は
、
ジ

i
・
γ
一
1
0

・
マ
ク
ラ
レ
ン
の
「
聖
潔
の
消
極
的
方
面
一
と
い
う
講
演
記
事
が
連
載
さ
れ
、
「
山
非
の
問
題
は
聖
潔
の
中
心
点
」
「
積
極
的
の
側
を

得
ゃ
う
と
す
る
に
は
消
極
の
方
面
を
第
一
に
求
め
て
こ
れ
を
確
か
に
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

神
学
的
に
は
、
き
よ
め
(
型
化
)
の
解
釈
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
に
ま
で
遡
る
。
谷
泰
は
比
較
宗
教
諭
の
視
点
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
聖
祭
は
十
字
架
上
の
キ

リ
ス
ト
の
死
を
媒
介
と
し
て
、
在
来
の
犠
牲
儀
式
を
普
遍
化
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
は
「
け
が
れ
を
桜
う
」
「
祝
福
を
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
こ
方
向
の

フ
ァ
ク
タ
ー
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
興
味
深
い
見
解
を
提
示
し
て
い
る
(
『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
文
化
誌
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
七
)
。
こ
の
視
点
に
立
て
ば
、
聖
潔

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
四
日
万
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近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

}¥.. 

派
の
に
お
け
る
消
極
・
積
極
の
二
面
性
も
、
そ
の
延
長
上
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
聖
潔
」
は
ま
さ
に
「
奮
き
人
を
十
字
架
に
釘
っ
け
に
す
る
」
な
ど

と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
普
遍
化
さ
れ
た
供
犠
が
、
さ
ら
に
倍
々
人
の
内
面
の
倫
理
性
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
M
)
明
治
一
一
一
七
年
七
月
一

O
日
「
聖
潔
問
答
」
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
明
治
凶
一
一
一
年
九
月
一

O
日
号
の
「
瞬
間
的
聖
別
」
な
ど
。

(
お
)
『
中
田
重
治
全
集
」
(
前
掲
)
第
四
巻
、
一
一
一
七
九
!
四
一

O
一員。

(
幻
)
一
一
一
月
二
五
日
口
ヅ
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
明
治
山
一
一
-
年
一
月
一

O
日
口
す
か
ら
連
載
さ
れ
た
河
辺
貞
吉
の
説
教
「
活
る
水
の
川
々
」
な
ど
。

(
m
U
)

さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
、
大
正
一

O
年
四
月
二
一
日
号
の
『
聖
潔
の
友
』
の
巻
頭
に
は
「
基
督
教
は
聖
霊
教
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
「
今
日
、
真
の
基
督
者
は
何
を
設
す
る
か
を

開
け
。
彼
等
は
異
口
同
す
に
キ
リ
ス
ト
の
能
力
を
詮
し
て
居
る
}
「
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
等
は
此
聖
霊
の
力
に
満
た
さ
れ
て
勇
気
と
大
胞
を
得
た
の
で
、
基
督
教
が
今
日
の
大
を
な
し

た
の
も
此
聖
霊
の
活
動
の
為
で
あ
り
、
ム
ー
尚
真
に
信
ず
る
者
の
生
涯
が
変
化
す
る
の
も
此
聖
霊
の
働
に
よ
る
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
文
言
が
見
え
る
。
ホ

i
リ
ネ
ス
教
会
分
裂
後
の

昭
和
一
一
年
五
月
二
八
日
号
の

F
さ
よ
め
の
友
」
に
は
、
中
田
重
治
に
よ
る
「
町
一
一
霊
教
と
聖
霊
教
会
一
と
い
う
論
説
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
天
父
教
だ
の
十
字
架
教
だ
の
と
唱
え

る
の
は
、
こ
の
教
え
の
一
部
を
言
い
表
す
の
み
で
、
聖
霊
の
指
導
に
合
致
し
な
い
と
し
て
、
「
我
等
は
こ
れ
を
統
一
し
よ
う
と
は
思
は
な
い
が
、
何
と
か
し
て
聖
霊
の
云
る
如
く
す

る
教
会
で
あ
っ
て
欲
い
。
聖
護
教
と
い
ふ
新
し
い
名
の
も
と
に
此
教
を
弘
め
よ
う
と
忠
は
な
い
が
、
聖
霊
な
し
に
は
基
督
の
真
理
を
官
一
括
す
る
事
は
出
来
ぬ
と
断
言
し
て
俸
ら
な
い
」

と
あ
る
。

(
犯
)
大
正
一

O
年
一
二
月
一

O
日
の
「
聖
潔
の
友
」
の
巻
頭
に
は
、
米
国
豊
に
よ
る
「
方
一
一
一
日
に
就
て
」
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
「
近
所
明
或
虚
で
或
兄
弟
が
方
言
を
い
ふ
と
か
で
、
一
部
の

人
々
の
注
意
を
志
き
、
日
れ
ん
に
感
服
し
か
、
っ
た
者
も
あ
り
、
日
疋
を
警
戒
し
て
居
る
者
も
あ
る
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
最
終
的
に
は
こ
れ
が
聖
書
に
基
づ
か
な
い
悪
魔
的
行
為
で
あ

る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
「
欧
米
に
於
て
は
万
一
一
弓
点
ほ
ど
ホ

i
リ
、
不
ス
人
を
撹
乱
す
る
者
は
な
い
と
の
事
で
あ
る
が
、
日
本
も
段
々
さ
う
な
ら
ぬ
か
を
恐
れ
る
」
と
し
て
、
欧
米

で
の
動
向
を
受
け
て
の
堂
前
、
が
示
さ
れ
、
最
後
は
「
燃
さ
れ
よ
。
然
れ
ど
唯
感
情
的
な
る
勿
れ
一
と
結
ぼ
れ
て
い
る
。

(
出
)
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
事
例
が
符
持
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
大
正
二
年
三
月
一
一
七
日
号
に
掲
載
さ
れ
た
中
田
重
治
に
よ
る
「
神
癒
見
開
録
」
で
は
、
「
今
も
悪
鬼
一
迩
出
さ
る
」
と

し
て
、
次
の
よ
う
な
一
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
余
位
以
前
土
肥
兄
[
土
肥
修
一
半
の
こ
と
〕
等
は
京
矯
の
木
挽
町
辺
に
陣
を
構
へ
ト
ラ
ク
ト
配
布
に
従
事
し
て
居
っ
た
時
、
其

役
者
の
一
人
が
行
衛
不
明
に
な
り
心
配
し
て
吊
っ
た
所
が
、

hw一
時
其
人
は
悪
相
凄
ま
じ
き
有
様
で
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
其
か
ら
皆
、
心
を
合
せ
て
祈
り
主
耶
蘇
の
名
に
由
て
悪
鬼
に
出

よ
と
命
じ
た
る
と
こ
ろ
上
院
に
山
て

4

正
の
正
気
に
復
し
ま
し
た
。
し
か
し
其
か
ら
度
々
そ
ん
な
事
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
耶
蘇
の
名
に
出
て
逐
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
遂
に
は
一
向
利

け
が
な
く
来
て
は
そ
ん
な
事
で
}
し
が
山
る
も
ん
か
な
ど
と
-
百
出
す
や
う
に
な
り
、
随
分
凶
難
し
ま
し
た
。
或
時
某
兄
は
祈
っ
て
後
忠
心
の
有
様
で
出
よ
と
主
の
名
に
由
て
命
じ
ま
し

た
叫
に
、
全
く
忠
鬼
は
彼
を
離
れ
ト
ナ
ム
て
一
同
び
起
ら
な
く
な
り
ま
し
た
」
。

(
日
記
)
神
憾
の
坊
で
は
、
神
と
の
此
接
対
話
と
い
う
こ
と
も
、
多
く
の
信
徒
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
治
三
八
年
九
月
三

O
日
号
の
「
神
癒
感
謝
会
」
と
い

う
-Jr

山
ぃ
引
な
、
佐
川
沌
鉄
骨

e

山
仰
が

'H
ら
の
病
気
の
婚
し
を
感
謝
し
て
聞
い
た
会
の
削
抑
止
円
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
被
は
胸
部
の
重
い
病
気
で
あ
る
こ
と
を
医
者
か
ら
告
げ
ら
れ
た
時
の
こ
と
を

川
一
顧
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
川
医
制
が
去
ら
れ
た
説
、
私
は
一
人
で
静
か
に
、
王
と
相
談
致
し
ま
し
た
。
立
ハ
時
主
イ
エ
ス
は
実
に
懇
ろ
に
私
を
教
へ
励
ま
し
吋
わ
れ
が

-
切
を
引
受
け
て
陥
る
、
昨
日
任
せ
よ
、
人
の
わ
川
に
依
頼
む
で
な
い
」
と
一
一
パ
給
ひ
ま
し
た
:
暁
に
七
り
、
王
は
明
か
に
私
の
前
に
立
ち
「
わ
れ
は
エ
ホ
バ
に
し
て
汝
を
盤
す
者
な
り
」

と
一
一
一
川
給
ひ
ま
し
た
(
山
-
五
・

a
t

ハ
)
特
に
『
わ
れ
は
、
、
、
汝
を
」
と
力
を
入
れ
『
わ
れ
イ
エ
ス
が
汝
笹
尾
を
癒
す
」
と
一
一
一
一
口
給
ふ
様
に
感
じ
ま
し
た
。
其
時
私
は
附
有
難
ふ
御
座



り
ま
す
と
闘
交
寸
改
し
心
ド
に
氏
'
巳
を
昨
ま
し
た
一
。

也

1

J

j

d

L

J

i

l

J

1

1

;

一

(
お
)
明
治
会
会
宇
七
年
八
月

a

A

五
日
日
一
勺
の
「
堺
修
養
会
報
告
」
に
よ
る
。

(
M
)
パ
ッ
ク
ス
ト
ン
や
川
辺
、
れ
い
足
以
前
に
、
わ
が
凶
に
-
最
初
に
自
主
悼
の
教
説
を
紹
介
し
た
日
本
人
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
「
焔
の
舌
」
明
治
四
一
年
一

O
月
二
五
日
号
の
「
日

本
に
於
ブ
Q
m
i

潔
の
…
通
勤
」
で
は
、
「
抜
一
川
に
於
て
最
初
に
成
型
説
を
宣
伝
し
た
る
人
」
と
し
て
、
心
V
J
時
青
山
学
院
の
教
疫
を
勤
め
て
い
た
山
田
寅
之
助
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、

「
制
ハ
ん
の
熱
心
な
る
殺
は
格
別
な
る
反
響
も
な
く
し
て
止
で
終
ふ
た
」
が
、
「
其
後
鋲
同
学
院
教
授
笹
森
宇
一
郎
兄
が
説
れ
た
全
き
救
と
一
五
ふ
本
も
訳
出
せ
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
こ

こ
に
挙
げ
ら
れ
た
山
川
、
依
森
、
さ
ら
に
中
山
主
治
と
い
う
日
本
へ
の
約
七
潔
の
紹
介
者
が
、
い
ず
れ
も
弘
前
を
中
心
と
し
た
川
津
軽
薄
と
い
う
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
総
称
さ
れ
る

一
心
者
文
化
の
濃
厚
な
地
域
の
山
身
者
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
筆
者
に
は
き
わ
め
て
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
。

(
お
)
吋
小
山
ィ
一
山
一
一
治
全
集
』
(
前
拘
)
第
問
巻
所
収
。

(
お
)
山
森
鉄
広
は
『
日
本
の
教
会
成
長
」
(
前
向
)
に
お
い
て
、
ホ

l
リ
ネ
ス
教
会
が
成
長
し
た
出
闘
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
単
な
る
個
人
伝
道
で
は
な
く
、
家
族
ぐ
る
み
の
入
信
者
が
多

か
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
幻
)
大
正
:
一
年
‘
バ

-
7
.
H
リ
ヴ
の
「
者
停
を
戒
む
」
で
は
、
華
美
、
な
服
装
、
白
粉
、
指
輪
な
ど
、
特
に
当
時
の
女
性
の
フ
ア

y
シ
ヨ
ン
が
「
大
罪
」
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
一
仰
い
小
川
伝
道
館
(
ホ

l
リ
ネ
ス
教
会
)
の
消
費
文
化
へ
の
嫌
悪
は
、
特
に
ク
リ
ス
マ
ス
へ
の
対
応
に
表
れ
て
い
る
。
明
治
問

O
年
頃
ま
で
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
他
の
教
派
と
同
じ
よ
う

に
祝
わ
れ
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
交
換
な
ど
も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
夜
、
こ
の
行
事
が
非
宗
教
的
な
都
市
風
俗
と
し
て
広
く
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
「
お
祭
り
騒
ぎ
一

へ
の
反
発
が
強
ま
る
。
大
正
末
期
に
は
、
ホ
i
リ
ネ
ス
教
会
は
ク
リ
ス
マ
ス
を
全
廃
す
る
、
と
い
う
徹
底
し
た
拒
百
の
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

(
ぬ
)
大
一
止
-
-
，
年
し
ハ
一
川
山
川
口
一
勺
の
「
生
K

も
、
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。

(
刊
)
川
治
三
六
年
-
一
月
一
↓
日
号
。

(
M
M
)

大
正
一
八
年
-
二
月
一
二

O
日
号
。

(
位
)
川
治
問
・
↓
守
化
e
-

月
二
五
日
号
。
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The Early Holiness Movement (S仇rei-hα)in Modern ] apanese Christianity: 
一一一 A Study ()f Their Doctrine of Sanctification-一一

近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
初
期
「
聖
霊
派
」
に
つ
い
て

Yoshimasa IKEGAMI 

Although considerabJe research has been conducted on the theme of modern ]apanese 

Christianity， these academic studies have largeJy neglected the early Holiness movement 

(Seirei -1ωthat was so prom inel 

Nakada Juji stanχ吋dsout as t廿:heηlOsti打iη11portaηtleader of the Holiness group during this 

early periocl. He founded the Oriental Missionary Society (ToyδSenたyo!?αi)，which was the 

preclecessor of various Holiness clenominations that developed in ]apan， ancl he advocated 

the doctrines of holiness (sanctificatio心， divine heali同， and the Second Coming of Christ 

Regarded as loo naive， raclical. emotional， or fundamentalist， both Christian intellectuals 

and non-Christian scholars have tended to ignore Nakada and the Holiness movemenL It 

may be true that the early Holiness movement was often naive. Perhaps one could say 

that members of this movement tended to seriously practice their faith， but gave Iess at-

“thinking" or the intellectuaI dimension of their faith. ln light 

world-wide growth of neo-pentecostal ancl charismatic Christian movements during the past 

several decades and their influeηce on Japanese Christianity in recent years， it seems 

increasingly important that we critically understand what the members of the earlier 

Holiness movement sought to express through their writings and activities 

Cu rrently 1 am engaged in γesearch on the following four themes or issues in the 

stucly of the early Holiness movemen仁 1) the ‘ 日 dical"nature of faith rooted in the cloctr山占iれn

of sanctifica叫山tlOrη1;2) the conflict between the belief in divine healing， which often invol-

ves a rejection of medical care， ancl the acceptance of death as God 's will by faithful family 

members; 3) the positive appropriation of modern electronic media for religious activities 

in spite of a general contempt for modern civilization; and 4) the significance of the cloctrine 

of the Second Coming of Christ for the radical nature of faith in the Holiness movement 

the f
B
A
 

ハUto tentlOn 

。

This paper focuses on the theme of sanctification through an analysis of various artic 

les which appeared in Hoω 110 shitα(Tongues of Fire) and lú)仰~e 1'10 to仰 (Afriend of 

holi即時)， the two main pu blications of the ea向 Holinessmovemeηt. 1 discuss the key 

characteristics of the cloctrine of sanctification (!?iyome) and analyze some of the tes-

timonials in which members describe their own experiences of sanctification. On the basis 

of these observations， 1 conclude by emphasizing the important role playecl by those who 

advocated this "radical faith" in the social context of modern Japan 
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