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当
日
は
、「

宗
教
言
！

{!§—

知
恵
と
愛」

と
題
す
る
レ
ジ
ユ
メ
、

同
著「

〈

無〉

の
構
^—

-
H

子
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
と
東
洋
的
霊
性 

——
」

(

カ
ル
メ
ル
会
編『

現
代
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ』

聖
母
の
騎
士
社
、
 

I

九
九I

年
、
所
収)

、
同

著「
〈

天
台
-

^
観〉

と
十
字
架
の
ヨ 

ハ
ネ
の思

®
—

〈

止
観〉

と

〈

護

〉
」

(

門
脇
佳
吉
編『

密
教 

と
キ
リ
ス
ト
教j

創
元
社
、一

九
七
七
年)

な
ど
の
資
料
が
配
布
さ 

れ
て
講
演
が
な
さ
れ
た
。
今
回
は
、
奥
村
師
の
ご
意
向
で
こ
の
講 

演
に
基
づ
い
て
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と 

に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
必
ず
し
も
討
議
と
か
み
合
っ
て
い
な
い 

と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
が
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
た
い
。(
渡
辺)

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ(

I

五
四
ニー

 

I

五
九一

)

ス
ペ
イ
ン
の
詩
聖
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
偉
大
な
神
秘
家
と
し
て
知
ら
れ 

る
。
そ
の
神
秘
体
験
を
詠
ん
だ
三
つ
の
詩
、「

暗
夜」

、「

霊
の
賛
歌」

、
 

「

愛
の
生
け
る
炎」

が
特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、「

暗
夜」

の 

八
節
か
ら
な
る
詩
の
解
説
を
し
た
、「

カ
ル
メ
ル
登
攀」

と
、「

暗
夜」

の一

一
著
か
ら
、
そ
の
独
創
的
な「

I

の
霊
性」

を
紹
介
、
仏
教
、
と 

く
に
禅
の
聖
霊
と
の
比
較
を
も
含
め
て
、
そ
の
現
代
的
意
義
を
確
か
め 

て
み
た
い
。

I

会
議
の
際
の
講
話
の
テ
ー
マ
は
、「

宗
教
言
語—

知
恵
と
愛—

」

25 

と
し
た
が
、
講
話
内
容
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の「

I

の
？

一

 

に
終
始
し
て
い
た
の
で
、
本
論
の
テ
！
マ
を
、「

暗
夜
の
霊
性—

 

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ」

と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
ご
了
承
を
願
い
た
い
。

I
、
夜
は
夜
に…

…

昼
は
昼
に
語
り
伝
え 

夜
は
夜
に
知
識
を
伝
え
る

話
す
こ
と
も
語
る
こ
と
も
な
く



声
は
聞
こ
え
な
く
て
も 

そ
の
響
き
は
全
地
に
お
よ
び 

そ
の
言
葉
は
地
の
果
て
に
向
か
う

(

詩
篇
19
、
2 

110)

夜
は
夜
に
知
識
を
伝
え
る
。
ョ
ハ
ネ
の
好
む
旧
約
詩
篇
の
語
句
で
あ 

る
o「

そ
の
意
味
は
、
溢
れ
る
こ
と
ば
を
も
っ
て
、
昼
は
昼
に
呼
び
か
け
、
 

夜
は
夜
に
知
識
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
っ
き
り
い 

う
な
ら
、
至
福
に
ま
し
ま
す
神
は
、
そ
れ
自
身
、
日
中
の
陽
の
よ
う 

な
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
日
中
の
光
の
な
か
に
あ
る
至
福
の
天
使
や 

霊
魂
に
と
っ
て
も
こ
の
光
の
源
と
な
っ
て
い
る
神
な
る
午
の
陽
は
、
 

天
使
や
天
国
の
も
の
た
ち
が
知
り
か
つ
味
わ
う
た
め
に
、
そ
の
聖
子 

で
あ
る
御
言
葉
を
発
し
、
か
つ
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ま
た
、
夜
と
い
う
の
は
、
戦
え
る
教
会
に
お
け
る
信
仰
の
こ
と
で
、
 

夜
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
教
会
に
知
識
を
示
す
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
た
至
福
の
英
知(la 

clara sabiduria beatifica)

を
与
え
ら
れ
て
は
い
ず
、
ま
た
、
 

信
仰
の
う
ち
に
あ
る
た
め
に
、
自
然
の
光
り
に
対
し
て
も
盲(cieg 

a
)

に
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
、
夜
と
い
え
る
、
こ
の
地
上
の
魂
に 

知
識
を
示
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

(「

山」

m

、
3
、

「

昼
は
昼
に
語
り
伝
え
る」

、
日
中
の
太
陽
を
、

ヨ
ハ
ネ
は
、
伝
統 

的
な
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
い
う
、「

至
福
直
観(visio 

beatifica)」 

に
あ
て
は
め
る
。
次
に
、「

夜」

は
、「

信
仰
の
暗
夜」

と
い
う
、
独
特 

な
ヨ
ハ
ネ
用
語
に
読
み
変
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
聖
書
学
的
に
は
、

過
剰
解
釈
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
に
お
い
て
は
、

語
句
の
聖
書
解
釈
よ
り
も
、
自
ら
の
#
豸
験
を
立
証
す
る
神
学
用
語
と 

し
て
、
大
胆
に
転
用
す
る
。
そ
こ
で
は
、
言
葉
は
研
究
対
象
で
は
な
く
、
 

思
想
を
触
発
す
る
役
を
果
た
す
。
学
問
的
に
は
、
素
強
附
会
と
さ
え
思 

わ
れ
る
の
は
止
む
を
得
な
い
。
神
秘
と
ま
で
い
わ
な
い
と
し
て
も
、
霊 

的
体
験
に
お
い
て
は
、
言
葉
は
、
そ
の
極
限
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
。
 

r

不
立
文
字
、
教
外
別
伝」

、
と
い
う
言
語
空
間
の
破
過
が「

直
指
人
心
、
一
 

即
身
成
仏」

に
通
ず
る
。
禅
語
の
特
色
と
す
る
逆
説
は
、
十
字
架
の
ヨ
26 

ハ
ネ
に
お
い
て
も
鋭
く
あ
ら
わ
れ
る
。 

一
 

こ
こ
で
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
信
仰
は
暗
夜
で
あ
る 

た
め
、
暗
黒
に
あ
る
霊
魂
に
光
り
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に 

つ
い
て
は
、
ダ
ヴ
ィ
ド
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
が
証
し
と
な 

る
o「

夜
は
、
わ
た
し
の
心
に
と
っ
て『

快
い
光
と
な
る』

(

詩I

三
九
、

11)
と
。
そ
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
私
の
純
粋
な
観
想
と
神
と
の1

致 

の
甘
美
の
う
ち
に
、
信
仰
の
夜
は
私
の
導
き
と
な
る
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
こ
こ
で
は
っ
き
り

分
る
こ
と
は
、
こ
の
道
に
お
い
て
光
り
を 

も
つ
た
め
に
は
、
闇
の
う
ち
に
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と



な
の
で
あ
る

G

(「

山.I 

n
、
3
、
6)

「

と
い
う
の
は
、
通
常
の
知
識
は
理
性
の
光
を
も
っ
て
獲
得
さ
れ
る 

け
れ
ど
も
、
信
仰
の
知
識
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
理
tt
'
の
光
を
否
定
し
、
 

こ
©'
光
な
し
に
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
、
自
分
自
身
の
も
つ
光
を
暗
く 

す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
知
識
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。.

」

(「

山 J 

n
、
3
、
4)

こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
聖
書
の
場
面
と
し
て
、
ョ
ハ
ネ
は
、
イ
ス
ラ 

エ
ル
人
の
エ
ジ
プ
ト
㈣

㈩
の
記
事
を
引
用
す
る
。「

黒
雲
が
夜
を
照
ら 

し
た| 

(

出
ヱ
14
、
20)

と

の

語
句
も
現
代
の

®
*批
判
で
は
難
解
な
箇 

所
と
さ
れ
る
が
、
ョ
ハ
ネ
は
当
時
の
ラ
テ
ン
語
訳
に
基
づ
い
て「

信
仰 

の
暗
夜一

を
裏
づ
け
る
聖
書
語
句
と
し
て
と
ら
え
る
。

こ
の
よ
う
に
ョ
ハ
ネ
は
信
仰
に
よ
っ
て
神
秘
の
頂
点
に
至
る
ま
で
の
、
 

こ
のI

暗
夜一

に
に
つ
い
て
、一

一
巻
の
主
著
、
す
な
わ
ち
、I

ヵ
ル
メ 

ル
山
登
攀I

と
、I

暗
夜」

に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
精
細
に
分
析
解
明 

す
る
。
そ
こ
に
は
、
い
か
な
る
現
代
心
理
学
も
及
ば
ぬ
深
さ
と
織
密
さ 

が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
単
な
る
深
層
心
理
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
 

神
と
の
出
会
い
の
場
と
し
て
の
暗
夜
に
つ
い
て
語
る
。

ス
ペ
イ
ン
の
国
宝
的
詩
聖
と
し
て
知
ら
れ
る
ョ
ハ
ネ
は
そ
の
最
も
代 

表
的
な
詩
、I

暗

夜(
N
o
c
h
e

 

o
s
c
u
r
a
)

一
 

は
、
暗
黒
に
光
る
黒
ダ
イ 

ヤ
と
も
い
う
べ
き
、
神
；

学
の
結
晶
で
あ
る
。

⑴

暗き夜に炎
と
燃
え
る
、
愛
の
心
の
た
え
が
た
く 

お
、
、
恵
み
の
そ
の
と
き
よ 

気
づ
か
る
る
こ
と
な
く
、
外
に
出
づ 

す
で
に
わ
が
家
は
静
ま
り
た
れ
ば

⑵

暗闇に守られつ

人
目
に
つ
か
ぬ
梯
子
を
つ
て
に 

お
、
、
恵
み
の
そ
の
と
き
よ 

暗
闇
に
身
を
ば
隠
し
て 

す
で
に
わ
が
家
は
静
ま
り
た
れ
ば

⑶

さ
い
わ
い
な
そ
の
夜
に

気
づ
か
れ
る
こ
と
も
な
き
暗
闇
に 

目
に
す
る
も
の
と
て
も
な
く 

導
き
の
光
は
た
ゾ
ひ
と
つ 

心
に
燃
ゆ
る
そ
の
光

⑷

わ
が
導
き
の
そ
の
光

午
の
光
り
に
ま
さ
り
て
さ
だ
か
に 

心
に
刻
む
お
ん
者
の 

わ
れ
を
待
つ
そ
の
も
と
に 

人
ひ
と
り
姿
も
み
せ
ぬ
そ
の
も
と
に



©

お
、

導
き
の
そ
の
夜
よ

お
、

あ
け
ぼ
の
に
勝
る
そ
の
夜
よ 

お
、

愛
す
る
方
に
結
ば
れ
し
夜 

そ
の
方
の
ぅ
ち
に
わ
が
姿
変
り
ぬ

(6
)

そ
の
方
の
た
め
の
み
に 

清
ら
に
守
り
こ
し 

今
ぞ
花
咲
く
こ
の
胸
に 

安
け
く
眠
る
彼
を
抱
け
ば 

杉
の
梢
に
風
た
ち
ぬ

S

そ
の
髪
を
指
も
て
梳
け
ば 

城
の
狭
間
に
風
は

ゆ

れ 

そ
の
手
静
か
に 

ぅ
な
じ
に
ふ
れ
て 

思
い
は
す
べ
て
消
え
去
り
ぬ

こ
の
詩
に
も
と
づ
く
、
ニ
冊
に
わ
た
る
神
秘
神
学
の
解
説
が
、「

力 

ル
メ
ル
山
登
攀」

と
、「

暗
夜」

の
一I

部
作
と
な
っ
て
い
る
。

n

「

暗
夜」

の
一
一
段
階

——

能
動
的
暗
夜
と
受
動
的
暗
夜——

ョ
ハ
ネ
は
、
霊
的
生
活
の
歩
み
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
、「

能
動 

的
暗
夜」

と
、「

受
動
的
暗
夜」

と
す
る
。「

能
動
的
雰(lo actlvo)」 

と
い
う
の
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、「

自
力」

の
修
行
、

つ
ま
り
、
人
間 

の
側
か
ら
の
努
力
が
要
求
さ
れ
る
段
階
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
 

「

受
動
的
部
分(

1
0 

pasivo) 」

は
、
神
よ
り
の
働
き
が
人
間
の
う
ち 

に
浸
透
し
始
め
る
次
の
段
階
を
い
う
。

つ
ま
り
、「

他
力」

の
領
域
の 

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「

自
力」

の
段
階
か
ら
、「

他
力」

の
段
階 

へ
と
進
む
魂
の
道
程
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
仏
教
で
い
わ
れ
る「

対 

立
用
語」

と
し
て
の
意
味
で
は
な
い
。

み
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
自
己
を
忘
れ 

い
と
し
き
君
に
面
を
寄
す 

小
百
合
の
ぅ
ち
に
気
づ
か
い
も 

み
な
忘
れ
去
り 

す
べ
て
は
絶
え
て
わ
れ
も
な
し 

(「

暗
夜」

私S
S
)
(

1)

1
、
能
動
的
暗
夜

⑴

感

覚(
s
s
t
i
d
o
)

の
暗
夜

ヨ
ハ
ネ
は
、
さ
ら
に
、「

感
覚
の
暗
夜」

と
、「

霊
魂
のM

」
(

2) 

と
を
区
別
し
て
い
る
。「

カ
ル
メ
ル
山
の
登
攀」

の
第
一
部
、「

暗
夜」

- 28-



の
第
一
篇
が
前
者
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
づ
く
、
後
半
が
い
ず
れ
も
、
 

「

霊
魂
の
暗
夜」

を
扱
う
。
す
な
わ
ち
、「

カ
ル
メ
ル
山
登
攀」

で
は
、
 

ま
ず
、「
知
性
の
暗
夜」

(

第
二
部)

、
第
三
部
は
、「

意
志
と
記
憶
の
暗 

夜」

を
と
り
あ
げ
る
。

「

感
覚
の
暗
夜」

は
、「

五
官
の
U

と
い
っ
て
も
よ
い
。r

®
.

 

聴
覚
•
臭
覚•

味
覚•
触
覚」

の
五
つ
の
身
体
的
感
覚
を
い
う
。

こ
の 

五
官
の
欲
望
を
克
服
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
ヨ
ハ
ネ
は
強
調
す
る
。
 

(「

山」

I
、
1
丨2

。
「

夜」
I
、
1—

13)

と
く
に
、

「

カ
ル
メ
ル
山
登 

攀」

で
は
、
現
代
人
に
は
全
く
非
人
間
的
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
禁
欲
の 

主
張
が
徹
底
し
て
い
る
。

こ
こ
で
夜
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
欲
求
の
た
の
し 

み
を
剥
ぎ
と
る
こ
と
を
い
う
。
と
い
う
の
は
、
夜
と
い
う
の
は
、
ほ 

か
な
ら
ぬ
、
光
の
喪
失
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
喪
失
の
た
め
に
光
に 

よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
弓
離
さ
れ
、
視
力 

は
覆
わ
れ
て
何
も
な
い
状
態
に
お
か
れ
る
の
と
同
じ
く
、
欲
望
を
な 

く
す
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て「

夜」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

今
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
機
能
に
つ
い
て
、
そ
の
例
を
あ
げ
る
こ
と 

に
し
よ
-
つ
。

こ
の
あ
と
に
、
ヨ
ハ
ネ
は
、「

五
官」

の
各
々
の
機
能
に
あ
て
は
め 

て
、「

感
覚
の
暗
夜」

の
説
明
を
す
る
。(「

山」

I
、
3
、
1 —

 
2)

こ 

の

「

暗
夜
の
理
論」

に
は
、『

天
台
小
止
観』

の

r

呵
欲」

と
著
し
い

相
似
が
見
ら
れ
る
。

「

言
う
と
こ
ろ
の
呵
欲
と
は
、
即
ち
五
欲
を
呵
責
す
る
な
り
。
そ
れ 

坐
禅
し
て
止
観
を
修
習
せ
ん
と
欲
す
る
に
、
必
ず
須
ら
く
呵
責
す
ベ 

き
五
欲
と
は
、
即
ち
こ
れ
世
間
の
色
声
香
味
触
に
し
て
、
つ
ね
に
一 

切
の
凡
夫
を
誑
惑
し
、
愛
着
を
生
ぜ
し
む
。
も
し
よ
く
過
罪
を
深
知 

す
れ
ば
、
即
ち
こ
れ
に
親
近
せ
ず
、
こ
れ
を
呵
欲
と
名
づ
く
。」 

(『

天
台
小
止
観』

第
2
章
、「

呵
欲」

}

ま
た
さ
ら
に
言
う
。

「

五
欲
の
無
益
な
る
こ
と
、
狗
の
枯
骨
を
嚙
む
が
如
し
。
五
欲
の 

あ
ら
そ
い
を
増
す
は
、
鳥
の
肉
を
競
う
が
ご
と
し
。
五
欲
の
人
を
焼
一
 

く
こ
と
逆
風
に
炬
を
と
る
が
ご
と
し
。
五
欲
の
人
を
そ
こ
な
う
こ
と
、
四 

毒
蛇
を
ふ
む
が
ご
と
し
。
五
欲
に
実
な
き
こ
と
夢
の
所
得
の
如
し
。

一

 

五
欲
の
久
し
か
ら
ざ
る
、
ま
た
、
假
借
須
臾
の
如
し
。
世
人
愚
惑
し 

て
五
欲
に
貪
著
し
、
死
に
至
る
も
捨
て
ず
、
こ
の
た
め
に
後
世
に
無 

量
の
苦
を
受
く
。(『

修
止
観
法
門』

呵

欲

第

六I I

六
頁)

(

3)

と
き
と
処
と
人
と
を
異
に
し
、
し
か
も
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い 

う
全
く
と
い
っ
て
よ
い
異
質
の
霊
性
の
見
事
な
出
会
い
を
そ
こ
に
見
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
無
視
し
よ
う
の
な
い
両
者
の
共
鳴
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
活 

領
域
に
お
い
て
、
感
覚
的
欲
求
を
追
い
か
け
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
全 

く
時
代
錯
誤
の
苦
行
趣
味
と
し
て
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。



食
べ
放
題
の

「

飽
食
時
代/

「

グ
ル
メ」

の
広
告
ば
か
り
が
氾
濫
す 

る
日
々
で
あ
る
。
過
食
症
と
拒
食
症
と
が
表
裏
に
な
つ
た
医
し
難
い
、 

「

節
食
陣
害

」

が
、
青
少
年
、
と
く
に
若
い
女
性
を
蝕
ん
で
い
る
。

食 

ベ
物
過
剰
の
た
め
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
食
欲
と
味
覚
。
神
か
ら
与
え
ら 

れ
た
尊
い
自
然
の
命
を
生
き
る
た
め
の
章
欲
だ
け
で
な
く
、
人
類
の
生 

命
本
能
で
あ
る
性
欲
の
機
器
を
も
た
ら
す
ヱ
ィ
ズ
が
地
球
を
覆
お
う
と 

し
て
い
る
。
戦
争
や
殺
人
事
件
よ
り
も
、
は
る
か
に
急
速
に
ひ
ろ
が
る 

人
類
の
病
は
座
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
神
か
ら
の
命
の
賜
を
逆
用 

し
て
し
ま
う
人
間
の
罪
の
怖
ろし
さ
で
あ
る
。(

ロ
マ
1
、
邠
1
27
参
照) 

現
代
文
明
か
ら
遥
か
に
遠
い
、
中
国
の
古
人
の
警
告
が
、
今
の
時
代
に
、

を
も
て
あ
そ
べ
ば
、
し
つ
か
り
し
た
心
を
失
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

士 I

世
紀
、
南
宋
の
大
儒
、
朱
*

( I 

!

三
〇-

1 
一1

0
2

に
な
る
、 

『

近
思
録j

に
は
、「

罾
㈣
!6
物」

と
い
う
さ
ら
に
穿
つ
た
言
葉
が
あ
る
。 

物
を
も
て
あ
そ
べ
ば
、
物
自
体
を
ダ
メ
に
す
る
、
と
い
う
。

た
し
か
に
、
十
字
架
の
ョ
ハ
ネ
は
、
人
間
に
お
い
て
は

「

感
覚」

を
、 

「

霊
魂」

に
比
し
て
、
低
次
元
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
、

感
覚
的
欲
望 

を
徹
底
的
に
排
除
し
て
い
る
こ
と
は

i

で
あ
る
。

( 「

山」

I
、
1) 

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
読
害
に
つ
い
て
の
大
原
則
が
あ
る
。 

ひ
と
言
で
い
う
と
、

「I

言
外
真
理

」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、 

言
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
害
か
れ
て
い
な
い
真
理
は
、
前

さ

れ

て

い 

る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ 

を
乱
用
、
誤
用
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
無
視
す
る
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
な

い
。
言
外
を
察
知
す
る
能
力
に
す
ぐ
れ
て
い
る
東
洋
人
、
と
く
に
、
曰 

本
的
精
神
構
造
は
、
こ
の
点
で
生
か
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ 

で

の「

言
外
真
理

」

と
い
う
の
は
、

「

感

覚

的

欲

望

(apetito del sc- 

nt
i
d
o
)

の
否
定
は
、
感
覚
的
欲
求
そ
の
も
の
と
混
同
し
て
は
な
ら
な 

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

4)

身

体

的

機

能

と

し

て

の

「

感
覚
的 

欲
求」

は
、
神
の
驚
く
べ
き
命
の
賜
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
ヨ
ハ
ネ
が 

無
視
し
て
い
る
は
ず
は
な
い
。

「

霊
の
賛
歌

】

を
綴
る
美
し
い
ィ
メ
ー 

ジ
は
、
ま
さ
に
、
華
逋
な
響
宴
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ヨ 

ハ
ネ
の
い
う

「

感
覚
の
？

と
は
、

r

感
覚
の
浄
化

j

で
あ
り
、

r

感 

覚
の
昇
華

」

と
い
わ
な
く
て
は
ら
な
ら
い
。

⑵

簋

魂(

邑

ョ

巴
の

暗
夜

次
に
、

ヨ
ハ
ネ
は
、

r

カ
ル
メ
ル
山
の
登
攀

」

の
第
二
部
に
お
い
て
、 

「

霊
魂
のi

的
暗
夜」

を
綿
密
に
解
説
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
基
本
概
念
で
あ
る
、

「

対
神
徳」 

を
基
盤
と
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
精
神
機
能
を
、

ヨ
ハ
ネ
は
と
り
あ 

げ
る
。
す
な
わ
ち
、

「

信
仰
と
知
性

」

、「

希
望
と
記
憶

」

、「

愛
と
意
志」 

の
三
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
も
、

「

暗
夜」

と
い
う
、

ヨハ
ネ
神
学 

の
特
色
が
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
第

一

の
部
、「

信
仰
と 

知
性」
と
の
®
^
で
あ
る
。

感
覚
の
暗
夜
で
あ
る
第
一
の
部
分
は
、

い
わ
ば
、
宵
の
口
に
あ
た

一  30



る
。
す
べ
て
の
も
の
が
目
に
見
え
な
く
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
だ
け
で
、 

真
夜
中
ほ
ど
に
光
り
が
す
っ
か
り
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い 

う
の
で
は
な
い
。

夜
明
け
前
に
あ
た
る
第
三
の
部
分
も
ま
た
、
す
で
に
陽
光
に
近
い 

も
の
で
あ
る
。
真
夜
中
ほ
ど
に
は
、
も
は
や
、
暗
く
な
い
。
神
に
比 

せ
ら
れ
る
陽
光
の
輝
か
し
さ

と

照
ら
し
の
寸
前
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一I

夜

が

第I

夜
よ
り
も
っ
と
暗
い
と
い
う
の
は
、
第

I

夜
は
、 

人
間
の
低
次
元
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
な
も
の
に
属
す
る
。 

す
な
わ
ち
、
外
部
的
な
も
の
に
対
す
る
暗
夜
で
あ
る
。
信
仰
の
暗
夜 

は
、
人
間
の
高
次
元
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
理

性

的

(raclonal)

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
内
的
で
、
い
っ
そ
う
暗 

い
。

こ
れ
は
、

.

理
性
の
光
か
ら
霊
魂
を
引
き
離
す
。
さ
ら
に
よ
く
言 

え
ば
、
霊
魂
を
盲
目

(
ciega)

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
夜
の
更
け 

た
真
暗
な
真
夜
中
に
比
せ
ら
れ
る
。

( 「

山」

n
、
2)

⑶

信

仰(

知
性)

の
暗
夜

こ
こ
で
、

ョ
ハ
ネ
は
、

「

信
仰」

の
神
学
的
定
義
と
し
て
、

「

暗
黒
に 

お
け
る
確
信

(un habito del 

a
l
m
a

 cierto e O
S
C
U
3
)」

と
言
う
。 

そ
こ
で
は「

神
学
者
は
い
う

(

d
o-
e
nlos teologos )」

と
つ
け
加
え 

て
い
る
が
、
最
も
端
的
な
ヨ
ハ
ネ
的
定
義
と
い
つ
て
よ
い
。

( 「

山」

n
、

つ
づ
い
て
、
そ
の
説
明
を
加
え
る
。

そ
れ
が
、

「

暗

黒

の

確

信

(habito O
S
C
U
3
)
」
(

5)

で
あ
る
、
 

と
い
う
の
は
、あ
ら
ゆ
る
自
然
の
光
の
か
な
た
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、 

ど
ん
な
人
間
の
理
知
も
、
果
し
な
く
超
え
る
神
そ
の
も
の
に
よ
っ
て 

啓
示
さ
れ
た
真
理
を
信
じ
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
信
仰
に
よ
っ
て
与
又
ら
れ
る
！

^

の
光
が
、

|3

議
に
と
っ 

て
は
闇
と
な
る
。

…
…

そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
太
陽
の
輝
き
が
、
わ 

れ
わ
れ
の
弱
い
視
力
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
と
、
他
の
光
は
、
太
陽
の 

輝
き
の
た
め
、
も
う
光
と
は
見
え
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

太
陽
の
光
が
余
り
に
も
強
く
、
わ
れ
わ
れ
の
視
力
を
超
え
て
、
目

を

| 

奪
い
、
盲
に
し
て
し
ま

う

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
信

仰

の

光

31 

は
、
余
り
に
も
大
き
い
た
め
、
理
性
の
光
を
押
え
、
打

ち

負

か

し

て

一
 

し

ま

う

。( 「

山」

.
n
、
3
、
1

93
頁)

キ
リ
ス
ト
教
初
期
の
神
秘
^

し
て
、
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
デ
ィ 

オ
ニ
ジ
オ
ス
の
い
う
、

「

暗
黒
の
光
線

」

と
い
う
言
葉
を
引
用
す
る
。

(「

山」

n

、
8
、
6 

二
一
五
頁)

(

6)

「

肯

定

神

学(T
h
e
o
l
o
g
i
a

 

p
o

2.t
i
v
a
)
J

が
、
長
く
、
そ
の
主
流
を 

つ
く
っ
てき
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
中
で
、ヨ
ハ
ネ
的
な
、「

否 

定

神

学(T
h
e
o
l
o
g
i
a

 

n
e
g
a
t
i
v
a)」

の
系
譜
が
流
れ
てき
て
い
る
こ 

と
は
、
今
後
、
仏
教
的
霊
性
、
と
く
に
、
禅
と
の
貴
重
な
接
点
と
な
っ 

て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。



三
島
の
竜
沢
寺
に
、
生
前
、
中
川
宋
渕
老
師(

I

九
o
七—

一

九
八
四) 

を
何
度
か
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
あ
る
。
カ
ル
メ
ル
の
霊
性
に
つ
い
て
興 

味
を
も
た
れ
て
い
た
師
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
言
葉
の
い
く
つ
か
が
思 

い
だ
さ
れ
る
。「
大
円
鏡
光
黒
き
こ
と
漆
の
ご
と
し」

「

黒
漆
の
崑
崙
、
 

夜
裡
に
走
る」

。

理
性
の
極
限
に
お
け
る
此
岸
の
暗
黒
と
、
理
知
の
彼
岸
か
ら
襲
わ
れ 

る
知
性
の
暗
黒
と
の
位
置
づ
け
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
神
と
自
然
と
人 

間
の
神
秘
の
宇
宙
マ
ン
ダ
ラ
を
読
み
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

道
元
は
い
う
。「

青
山
常
運
歩
。
石
女
夜
生
児」

(『

正
法
眼
蔵』

。
山 

水
経)

「

霊
魂
の
暗
夜」

こ
そ
、
神
の
命
の
胎
動
す
る
人
類
の
母
胎
な 

の
か
も

し

れ

な
い
。「

こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
こ
と
ご
と
く
心
に
お
さ
め 

て
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
た」

「

神
の
母
マ
リ
ア」

(
ル
カ
2
、
M)

の
魂 

の
息
づ
か
い
を
、「

マ
リ
ア
観
音」

に
移
し
て
感
じ
と
る
と
い
う
の
は
、
 

余
り
に
も
安
易
な
宗
教
言
語
の
混
同
と
し
て
咎
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑷

希

望(

記
憶)

と
、
愛

(

意
志)

の
暗
夜

「

カ
ル
メ
ル
山
登
攀」

の
第
三
部
の
前
半
、
第
一
章
か
ら
第
十
五
章 

ま
で
、「

記
憶」

の
*

^
と
し
て
の「

暗
夜」

、
つ
づ
い
て
第
十
六
章
か 

ら
最
終
の
第
四
十
五
章
ま
で「

意
志」

の
*

^
が
説
か
れ
て
い
る
。
ョ 

ハ
ネ
に
と
っ
て
は
、「

信
仰
の
暗
夜」

を
基
本
に
し
て
、
次
の
ニ
つ
、
 

す
な
わ
ち
、「

愛」

と

「

希
望」

に
よ
る
、
意
志
と
記
憶
の
暗
夜
が
も 

た
ら
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。(「

山」

m
、
I
、
1)

と
い
う
の
は
、
他
の
ニ
つ(

記
憶
と
意
志)

の
機
能
の
す
べ
て
の 

対
象
を
、
そ
れ
な
り
に
う
け
と
る
悟
性(

e
n
t
s
d
i
m
i
e
n
t
o
)

に
つ 

い
て
は
、
も
う
、
結
論
を
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、(

そ
こ
で
は
、
他 

の一

一
つ
の
も
の
に
つ
い
て
話
す
た
め
に
、
非
常
に
長
い
道
を
迪
っ
て
き
た)

、

こ
れ
ら
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
述
べ
る
必
要
は
な

、
o 

L
-

な
ぜ
な
ら
、
霊
的
な
道
を
ゆ
く
人
が
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
教
え 

に
従
い
、
信
仰
に
お
い
て
悟
性
を
よ
く
育
て
る
な
ら
ば
、
他
の
ニ
つ 

の
対
神
徳(

希
望
と
愛)

(

こ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
機
能
を 

も
、
そ
の
つ
い
で
に
よ
く
教
え
こ
ま
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
一 

い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
そ
れ
ら
は
、
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
。

32

(「

山」

m

、
1

、
1)

一

た
し
か
に
、
人
間
関
係
に
お
い
て
も
、
信
頼
と
愛
と
は
切
っ
て
も
切 

れ
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
愛
と
信
頼
か
ら
期
待
や
希
望
が
生
み
だ
さ
れ 

て
く
る
。
全
知
、
全
能
、
全
善
の
神
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
は
、
そ 

こ
に
お
け
る
ゆ
る
ぎ
な
き
神
へ
の
信
頼
は
信
仰
と
な
る
。
そ
の
信
仰
と 

神
の
愛
か
ら
生
ず
る
希
望
が
人
間
の
救
い
を
確
か
な
も
の
に
し
て
く
れ 

る
。「
終
り
ま
で
耐
え
忍
ぶ
も
の
は
救
わ
れ
る」

と
、
キ
リ
ス
卜
は
言 

う
。(
マ
タ
ィ
24
、
U)

わ
た
し
た
ち
が
救
わ
れ
る
の
は
、
希
望
に
お
い
て
で
あ
る
。
目
に



見
え
る
希
望
は
、
も
う
希
望
で
は
な
い
。
見
え
る
も
の
を
、
ど
う
し 

て
希
望
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
、
も
し
、
見
え
な 

い
も
の
を
希
望
し
て
い
る
な
ら
、
忍
耐
を
も
っ
て
待
と
う
。

(

ロ
マ
8

、
24
1

25)

さ
ら
に
、
使
徒
パ
ゥ
ロ
は
、

「

信

•
望

•
愛」

を1

つ
の
も
の
と
し 

て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
わ
た
し
た
ち
は
、
主
ィ
エ
ス

•
キ
リ 

ス
ト
に
よ
っ
て
神
と
和
解
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
®

に
よ
っ 

て
、
今
の
恵
み
に
あ
づ
か
り
、
ま
た
、
神
の
光
栄
に
希
望
を
か
け
て 

誇
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
患
難
を
誇
る
。
患
難
は
忍
耐
を
生
み
、 

忍
耐
は
徳
を
錬
磨
し
、
鍛
え
ら
れ
た
徳
は
希
望
を
生
む
こ
と
を
知
っ 

て
い
る
。?&
望
は
あ
ざ
む
か
な
い
。
わ
た
し
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
聖 

霊
に
よ
っ
て
、こ
の
心
に
神
の
愛
が
注
が
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

(

ロ 

マ 
5

、
1
 

I
 

5

)

以
上
の
よ
う
な
聖
書
的
根
拠
か
ら
も
、
十
字
架
の
ョ
ハ
ネ
の
い
う
、 

「

信
仰」

と
、「

愛」

と
、「

希
望」

の
一
体
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し 

か
し
、

ョ
ハ
ネ
は
、
そ
の
中
で
も
、
と
く
に
、

「

信
仰
の
暗
夜

」

に
つ 

い
て
最
も
多
く
の
頁
を
割
い
た
あ
と
に
、

「

希
望」

の
対
神
徳
が
も
た 

ら
す
、「

記
憶
の
暗
夜

」

、

つ
づ
い
て
、

「

愛」

の
対
神
徳
が
も
た
ら
す
、 

「

意
志
の
暗
夜

」

に
つ
い
て
述
べ
る
。

⑴

希

望(

記
憶)

の
暗
夜

ヨ
ハ
ネ
は
、
当
時
の
神
学
的
パ
ラ
ダ
ィ
ム
に
そ
っ
て
、
記
憶
の
対
象 

を
、「

自
然
と
超
自
然

」

と
に
分
類
する
。
自
然
の
次
元
で
の
記
憶
は
、 

五
官
に
よ
る
感
覚
的
対
象
と
、そ
こ
か
ら
生
ず
る
想
像
によ
る
も
の
、 

ィ
メ
ー
ジ
な
ど
が
あ
る
。
超
自
然
的
な
も
の
に
は
、
ビ

ジ

ョ

ン

(

1
1) 

や
、
異
様
な
知
覚
や
感
情
な
ど
が
あ
る
。

( 「

山」

m
、
8

、
1
1
5) 

い
ず
れ
も
、
そ
こ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、

も
の
にと
つ 

て
大
き
な
妨
げ
に
な
る
。

ま
ず
、
前
者
、
五
官
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、

ヨ
ハ
ネ
は
記
す
。

聞
い
た
り
、
見
た
り
、
触
れ
た
り
、
嗔
い
だ
り
、
味
わ
っ
た
り
す 

る
そ
の
中
に
、
記
憶
を
と
ど
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
度
に
欠
点
が
伴
ぅ
。 

そ
こ
で
は
、
何
か
の
執
着
が
生
ず
る

。…
…

そ
こ
か
ら
当
然
、
欲
望
が
で
て
く
る
。

.

ま
た
、あ
れ
こ
れ
と
、

心
に
思
ぅ
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
で
て
く
る
の
も
当
然
で
、
他
人
の
善 

悪
に
つ
い
て
何
か
と
記
憶
を
働
か
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
時
に
、 

悪
い
こ
と
が
よ
く
見
え
た
り
、
善
い
こ
と
が
悪
く
見
え
た
り
す
る
も 

の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
す
べ
て
の
こ
と
に
記
憶
の
目
を
閉
じ
、
暗
く
し
な
か
っ 

た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
す
ベ
て
の
弊

Un

か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
の
で
き 

る
も
の
は
誰
も
な
い
と
私
は
信
ず
る

。…
…



と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
知
解
に
は
、
無
数
の
不
完
全
な
も
の
や 

横
着
な
も
の
が
は
い
り
こ
ん
で
お
り
、
そ
の
あ
る
も
の
に
は
目
の
つ 

か
な
い
ほ
ど
非
常
に
こ
ま
か
く
、
樹
脂
が
触
れ
た
手
に
ね
ば
り
つ
く 

よ
う
に
、
知
ら
ぬ
間
に
霊
魂
に
く
っ
つ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
故 

に
、
そ
う
し
た
も
の
を
一
挙
に
始
末
し
て
し
ま
う
最
も
優
れ
た
方
法 

と
い
う
の
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
記
憶
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
で 

あ
る
。(「

山」
S
、

3
、
3 — 
4)

こ
の
記
憶
の
否
定
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
記
憶
力
を
罪
悪
視
す
る 

こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
し
ば
し
ば
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ 

と
を
忘
れ
が
ち
に
な
り
、
忘
れ
た
ら
よ
い
こ
と
を
、
い
つ
ま
で
も
、
し 

つ
こ
く
思
い
出
す
。
神
や
、
人
か
ら
恩
や
恵
み
に
は
、
い
つ
の
ま
に
か 

感
謝
が
薄
れ
、
些
細
な
言
葉
や
出
来
事
か
ら
受
け
た
恨
み
や
心
の
傷
を 

い
つ
ま
で
も
思
い
起
こ
し
て
は
自
分
自
身
を
苦
し
め
て
い
る
こ
と
が
余 

り
に
も
多
い
。
仏
教
語
で
い
う「

裏

鼻

」

で
あ
る
。
人
は
何
も
思
っ 

て
い
な
い
の
に
、
自
分
の
想
像
や
思
い
出
で
自
分
自
身
を
縛
り
つ
け
て 

苦
し
む
。
さ
ら
に
惨
め
な
も
の
は
、「

無
縄
自
縛」

。
実
際
縛
る
縄
も
な 

い
の
に
、
妄
想
の
縄
で
自
分
を
縛
っ
て
し
ま
う
。
ま
さ
に
、
愚
の
骨
頂 

で
あ
る
。

こ
こ
で
も

、

宋
淵
老
師
と
の
対
談
の
ひ
と
と
き
の
こ
と
が
思
い
だ
さ 

れ
る
。

「

知
ら
ぬ
が
仏
、
と
言
い
ま
す
な
。
お
か
み
さ
ん
に
気
づ
か
れ
な
い 

よ
う
に
、
そ
つ
と
へ
ソ

ク

リ

を
隠
し
て
す
ま
し
た
顔
を
し
と
る
、.
.
.

そ
ん
な
こ
っ
ち
ゃ
な
い
。『

知
ら
ぬ
"
そ
れ
が
仏』

と
い
う
こ
っ
ち
ゃ
。 

た
い
へ
ん
な
こ
と
ば
じ
ゃ
°|

政
治
家
の「

知
ら
ぬ
、
存
ぜ
ぬ.

1

の
逃
口
上
な
ぞ
で
は
、
も
ち
ろ
ん 

な
い
。
ヨ
ハ
ネ
の
い
う
、I

記
憶
の
暗
夜」

は
、「

知
ら
ぬ
が
仏」

に
通 

ず
る
。
沢
木
興
道
老
師
の
高
弟
内
山
興
正
老
師
に
も
微
苦
笑
を
禁
じ
得 

な
い
愉
快
な
た
と
え
、「.
握
り
っ
屁」

と
い
う
話
が
あ
る
。

つ
ま
ら
な 

い
事
を
思
い
だ
し
て
は
、
ム
カ
ム
力
し
て
い
る
人
間
の
こ
と
を
い
う
。

屁
を
ひ
っ
た
あ
と
、
そ
の
自
分
の
屁
を
握
り
し
め
、
折
あ
る
ご
と
に
嗔 

い
で
は
、

"
え
っ
、
く
さ
い
"
と
い
っ
て
顔
を
し
か
め
て
い
る
馬
鹿
者 

の
こ
と
を
言
う
。
神
と
の
一
致
や
、
悟
り
な
ど
、
お
よ
そ
縁
遠
い
話
で 

あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
も
引
用
す
る
聖
書
の
言
葉
も
そ
の
こ
と
を
言
う
。「

犬

| 

は
自
分
の
吐
い
た
物
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
く
る
。」

ま
た
、「

豚
は
体
を
34 

洗
っ
た
あ
と
、
ま
た
、
泥
の
中
を
転
げ
ま
わ
る
。」

(

n
ペ
ト
ロ 

2

、
22) 

_ 

(

8

)

ヨ
ハ
ネ
は
、
そ
こ
で
、f

記
憶
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
、
神
へ 

の
希
望
を
豊
か
に
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
希
望
が
い
っ
そ
う
豊
か
に 

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
神
と
の
一
致
が
深
め
ら
れ
る
。」

と 

い
う
。(「

山」

m

、
7
、
2)

こ
の「

記
憶
の
暗
夜」

は
、

I

般
的
な
事
柄
だ
け
で
な
く
、
神
と
の 

か
か
わ
り
の
場
合
に
、
ヨ
ハ
ネ
は
あ
て
は
め
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
著
作
は
、
 

す
べ
て
、
愛
な
る
神
と
の
愛
の
か
か
わ
り
を
、
そ
の
主
目
的
と
し
て
い 

る
か
ら
で
あ

る

。

当
時
の
用
語
と
し
て
、「

超
自
然
的
事
柄(

8
s
a
s

 

s
obrermlurales) J

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
的
事
物



よ
り
も
、
こ
の
神
と
か
か
わ
る
超
自
然
的
事
物
の
場
合
は
、
は
る
か
に 

む
づ
か
し
く
、
し
か
も
、
事
は
神
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
だ
け
に
重
大 

で
あ
る
。
超
自
然
的
現
象
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
、
そ
れ
に
取
り
憑
か
れ 

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
五
つ
の
害
をm

ハ
ネ
は
あ
げ
て
い
る
。

1
、
識
別
の
困
難
か
ら
く
る
事
物
の
混
同
。

2
、
自
負
心
や
虚
栄
に
陥
る
。

3
、
悪
魔
が
欺
く
恰
好
の
場
に
な
る
。

4
、
神
と
の
一
致
の
妨
げ
に
な
る
。

5
、
神
を
卑
し
め
る
こ
と
に
な
る
。

(「

山」

皿
、
8
、
2)

こ
の
よ
ぅ
な
弊
害
は
、
そ
の
人
個
人
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と 

が
あ
る
。
精
神
的
、
性
格
的
に
異
常
な
強
さ
を
も
っ
て
い
る
者
は
、
自 

分
自
身
が
特
別
に
神
の
替
不
を
受
け
た
と
思
い
こ
み
、
人
々
を
惑
わ
し 

て
奇
異
な
宗
教
の
教
祖
と
な
っ
て
世
を
騒
が
せ
る
こ
と
に
さ
え
な
る
の 

は
、
現
代
の
曰
本
の
状
況
を
み
れ
ば
わ
か
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
も
例
外 

で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
再
来
を
自
称
し
て
集
団
自
殺
を
し
た
事
件
は
、
 

ご
く
最
近
の
米
国
で
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
様
 々

な
聖
母
マ
リ
ア
の
出
現
と
メ
ッ
セ
！
ジ
が
言
い
ふ
ら
さ
れ
て
そ
の
跡
を 

絶
た
な
い
。
ヨ
ハ
ネ
は
、
続
け
て
い
ぅ
。

し
た
が
っ
て
、
霊
的
な
道
を
ゆ
く
も
の
は
、
自
分
の
判
断
に
お
い

て
誤
り
に
陥
ら
な
い
た
め
、
そ
の
も
っ
て
い
る
も
の
、
感
じ
て
い
る 

も
の
が
何
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
ビ
ジ
ョ
ン
や
知
解 

や
、
感
情
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
し
よ
う
と
せ
ず
、
ま
た
、
 

そ
れ
を
知
る
望
み
も
も
た
ず
、
そ
れ
ら一

切
の
も
の
か
ら
記
憶
を
空 

に
す
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も 

の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、
神
の
愛
に
向
う
助
け
と
は 

な
ら
ず
、
万
事
か
ら
離
脱
し
、
そ
れ
ら
を
捨
て
さ
せ
る
信
仰
と
希
望 

の
徳
の
最
小
の
行
為
に
さ
え
及
ば
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。(〔

山」 

m
、
8
、
5)

現
代
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
、
と
い
う
テ
！
マ
が
、
こ
こ
十
数
年
来
、

一
 

欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
も
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
邪 

は
、
現
代
宗
教
病
を
医
す
唯
一
の
も
の
と
し
て
の
の
霊
性

」

に
一 

注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

㈤

愛

(

意
志)

の
暗
夜

「

ヵ
ル
メ
ル
山
登
攀」

第
三
部
の
後
半
三
十一

章

(

第
十
五
章—

第 

四
十
五
章)

が
、
神
へ
の
愛
を
浄
化
す
る「

意
志
の
暗
夜」

の
説
明
に 

あ
て
ら
れ
て
い
る
。

意
志
が
愛
着
す
る
一
切
の
も
の
か
ら
解
放
す
る「

意
志
の
暗
夜」

に 

よ
っ
て
、
神
の
愛
が
徹
底
的
に
浄
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
 

m

ハ
ネ
は
微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、
第
一
に
は
こ



の
世
的
な
も
の
、
世
の
宝
と
さ

れ

る

も
の
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
富
、
 

地
位
、
職
責
、
立
身
出
世
、
身
分
な
ど
に
か
か
わ
るI

切
の
欲
望
を
捨 

て
る
。「
心
の
貧
し
い
人
は
幸
い」

(

マ
タ
ィ

5
、
3)

と

い

う

キ
リ
ス 

ト
の
言
葉
通
り
に
生
き
る
こ
と
を
、
ヨ
ハ
ネ
は
す
す
め
る
。
次
に
は
、
 

容
姿
、
風
采
な
ど
人
目
を
ひ
く
美
し
さ
の
ほ
か
に
、
知
能
や
評
判
な
ど 

身
体
的
、
精
神
的
な
も
の
に
ま
つ
わ
り
易
い
虚
栄
の
愚
か
さ
か
ら
解
放 

さ

れ

る

よ

う

に

と

い
う
。
そ
こ
か
ら
は
、
神
へ
の
感
謝
よ
り
も
、
自
負 

心
や
他
人
へ
の
軽
蔑
、
傲
慢
が
生
ず
る
た
め
で
あ
る
。
祈
り
で
さ
え
も
、
 

神
の
前
で
の
恰
好
の
よ
い
ポ
ー
ズ
に
な
り
、
オ
ペ
ラ
ま
が
い
の
演
出
に 

な

っ

た

り

す
る
。
こ

こ

ま

で

い
わ
れ
る
と
、
も
う
何
も
で
き
な
く
な
る
、
 

と
反
発
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
も
、
そ
の
通
り
。
し
か
し
、
キ 

リ
ス
ト
は
い
う
。

祈
る
と
き
に
も
、
あ
な
た
が
た
は
偽
善
者
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な 

ら
な
い
。
偽
盡
暑
た
ち
は
、
人
に
見
て
も
ら
お
う
と
、
会
堂
や
大
通 

り
の
角
に
立
っ
て
祈
り
た
が
る
。
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
か
れ
ら 

は
す
で
に
報
い
を
受
け
て
い
る
。
だ
か
ら
祈
る
と
き
は
、
奥
ま
っ
た 

自
分
の
部
屋
に
入
っ
て
戸
を
閉
め
、
隠
れ
た
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
る
あ 

な
た
の
父
に
祈
り
な
さ
い
。
隠
れ
た
こ
と
を
見
て
お
ら
れ
る
あ
な
た 

の
父
が
報
い
て
く
だ
さ
る
。(

マ
タ
ィ
6
、
5 — 
6)

沈
黙
と
孤
独
の
う
ち
に
神
に
向
う
愛
こ
そ
が
、
祈
り
の
魂
で
あ
る
、
 

と

い

う

こ

と

を

ヨ

ハ

ネ

も
、
ロ

を

酸

っ

ぱ

く

し

て

説

く

。

霊
的
な
道
を
歩
む
人
々
が
、
霊
の
真
の
よ
ろ
こ
び
に
入
る
こ
と
が 

決
し
て
で
き
な
い
原
因
は
、
外
目
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
、
 

そ
れ
を
楽
し
み
た
い
と

い

う

欲
望
を
捨
て
去
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
祈
り
に
捧
げ
ら
れ
た
、
 

ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
い
う
の
は
、
聖
堂
と
か
祈
祷
所
で
あ
り
、
聖
画 

も
そ
の
心
を
動
か
す
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
目
に
見
え
る
聖
堂
と 

か
、
そ
う
し
た
動
機
に
な
る
も
の
だ
け
に
魂
の
糧
と
香
り
を
費
や
し 

て
し
ま
っ
て
、
霊
魂
の
内
的
潜
心
と
い
う
生
け
る
神
殿
の
中
で
祈
る 

こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ 

と

で

あ
る
。 

| 

こ
の
戒
め
の
た
め
に
、
使
徒
パ
ゥ
ロ
は
、「

あ
な
た
方
は
、
自

分
36 

自
身
が
神
殿
で
あ
り
、
神
の
霊
が
あ
な
た
方
の
う
ち
に
住
み
た
も
う

一

 

こ
と
を
知
ら
な
い
の
か」

(

I

コ
リ
3
、S

)

と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

前
に
あ
げ
た
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
ば
、「

真
の
礼
拝
者
は
霊
と
真
実
と 

を
も
っ
て
礼

拝

す

る」

と

い

う

こ

と

で

あ
る
。(

ョ
ハ
ネ
4
、

24)

(
「

山」

m
、

40
、
1)

ョ
ハ
ネ
は
、
さ
ら
に
、
善
業
に
つ
い
て
も
執
着
を
断
つ
こ
と
を
す
す 

め
る
。
断
食
や
苦
行
、
貧
し
い
人
々
へ
の
奉
仕
、
償
い
の
業
な
ど
で
も
、
 

人
間
は
そ
の
行
動
の
方
に
重
き
を
お
い
て
、
そ
の
中
に
な
く
て
は
な
ら 

な
い
神
へ
の
愛
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
警
告
す
る
。
何
か
立
派 

な
こ
と
を
し
て
い
る
思
い
が
、
つ
い
、
善
業
を
自
己
満
足
と
他
者
批
判



の
餌
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
余
り
に
も
多
い
。

ヨ
ハ
ネ
は
、

そ

の

よ

う

な

道
徳
的
次
元
の善
の

こ

と

か

ら

、

さ
ら
に 

超自然的次元
—

宗
次
元
と

い
う

方
が
よ

い

か

も

し

れ

な

い
1

の 

善

な

る

も

の

か

ら

も

離

脱

す

べ

き

こ

と

を

説

く

。

「

し

る

し

と

奇

跡

を 

見

な

け

れ

ば

信

じ

な

い」
(

ヨ
ハ
ネ
4
、
幼)

フ

ァ

リ

ザ

イ

人

を

咎

め

た 

キ

リ

ス

ト

の

こ

と

を

あ

げ

、「

見

ず

し

て

信

ず

る

も

の

は

幸

い

(

ヨ
ハ 

ネ

20
、
29)」

と

い

う

、

デ
ィ
デ
ィモ
の

ト

マ

に

言
わ
れ
たイ
エ

ス

の

言 

葉

を

と

り

あ

げ

る

。(
「

山」
皿
、

31
、

8 —

 

9)

以
上
は
、

「

カ
ル
メ
ル
山
登
攀

」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の 

で
、
感
覚
ま
た
は
五
官
と
踅
魂
の
能
動
的
暗
夜
の
紹
介
で
あ
る
が
、
第 

ニ
の
受
動
的
覆
に
つ
い
て
は
、

I

暗
夜」

と

い

う

言
葉
をそ
の

ま

ま
 

題
名
にし
た

塞
兀
の
名
著
に
お
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

2
、
受
動
的
暗
夜

r

u

の
第1

篇
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
の
古
典
的
分
類
と
し 

て
あ
げ
ら
れ
る

「

七
つ
の
罪
源

」

を
手
が
か
り
と
し
て
、

ヨ
ハ
ネ
は
、 

「

？

に
よ
る
感
覚
の*
:

に̂
つ
い
て
述
べ
る
。

七
つ
の
麗
と
い
う
の
は
、
蓄

慢

seberbia、

②
貪
欲avasicia、 

③
邪
淫lujuria、

怒
i
3
、

鲁ula、

拓envidia、

⑦ 

怠
惰acidia、

の
七
つ
、
す
べ
て
の
罪
の
源
と
な
る
も
の
を

い
う
。

現 

在
で
は
殆
ど
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
中
世
ス
コ
ラ
神
学
の
分
類
で
は
あ
る

が
、
今
か
ら
四
百
年
前
の
ヨ
ハ
ネ
の
時
代
に
は
き
わ
め
て
一
般
的
な
も 

の
で
あ
っ
た
。

(

9

)

こ
で
の
ヨ
ハ
ネ
の
解
説
は
、
各
項
、

い
ず
れ
も
豊
か
な
体
験
と
銳
い 

洞

勞

に

よ

っ

て

、
き
わ
め
て
、
精
密
か
つ
独
創
的
な
分
析
を
示
し
て 

い
る
。と
い

う

の

も
、「

ガ
ル
メ
ル
山
登
攀

」

に
お
け
る
感
覚
の
能
動 

的
暗
夜
で
は
、
主
と
し
て
、
五
官
の
欲
望
と

い
う

i
s

®
覚
の
暗
夜 

の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、

「

暗
夜」

の
中
で
は
霊
的
次
元
で
の
感 

覚
的
執
着
の
も
た
ら
す
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と

い

う

の

も
、
身 

体
的
次
元
よ
り
も
高
い
霊
的
次
元
に
お
い
て
は
、
罪
の

t

も
複
雑
か 

つ

微
妙
と
な
る
。
体
が
大
き
い

こ

と

よ

り

も

才
能
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ 

と
の
方
がf

に
な
り
易
い
。
さ
ら
に
、
霊
的
次
元
に
な
る

と

、

謙
遜 

と
見
せ
る
屈
折
し
た
傲
慢
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。

ラ• 
ロ
シ
ュ

フ
n
l 

の

蔵
言
の
中
に
は
、

「

謙
遜
と
は
称
賛
を

一

|重
に
す
る
教
養
人
の
テ
ク 

ニ
ッ
クで
あ

る

」

と

い

う

辛
辣
な
皮
肉
が
あ
る
。
仏
教
で
は
、

「

天
魔 

仏

魔一
「

法
魔
法
縛

」

と
い
う
。
仏そ
の

も

の

も

、

執
着
す
れ
ば
邪
魔 

に
な
る
、と
い

う

こ
と
で
あ
る
。

I

す

で

に

わ

が

夜

は

静

ま

り

た

れ

ば

」

と
い
う
詩
句
の

「

静
け 

さ」

は
、

ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
、

「

主
の
平
和

(pax Domini) 

で
あ
る
。

「

こ
の
世
が
与
え
る
平
和

一

で
は
な
い
。

(

ヨ
ハ
ネ
14

、
27)

 

そ
こ
に
は
、
平
和
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
神
の
み
が
あ
る
、
と
言
っ 

た
方
が
良
い
。
何
も
の
に
も
乱
さ
れ
な
い
主
の
平
和
で
あ
る
。
仏
教
で 

の「

安
心」
と
も
似
た
、
不
動
不
変
の
心
の
静
け
さ
を
、

ヨ
ハ
ネ
は
言 

い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ハ
ネ
と
と
も
に
、
カ
ル
メ
ル
修
道
会
の
改

- 37-



革
者
と
な
っ
た
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア(

一
五
一
五—

一
五
八一

一)

の
よ 

く
知
ら
れ
た
言
葉
が
あ
る
。

何
も
の
に
も
心
乱
さ
れ
ず

何
を
も
怖
れ
る
な

す
べ
て
は
過
ぎ
去
る

神

の

み

変
ら
ず

耐
え
忍
ぶ
と
き

す
べ
て
を
か
ち
と
る

神
に
生
き
る
人
に
は

欠
け
る
も
の
は
な
い

神
の
み
に
て
足
り
る

(
N
a
d
a

 
け6 tiur

CT-e, 

n
a
d
a

 
け6 espiantia

t
odo 

se 

{Jasatlos 

n
o

 

se 

m
u
d
a

la 

pia-ciencia 

t;odo 

lo 

alcanza

q
u
i
o
n

 

a. 

D
i
o
s

 

t
l<0n
<0
3
P3
Q.
P3
»-
*
g

solo 

D
i
o
s

 

tlasta)

太
陽
と
、
月
、
夏
と
冬
の
よ
う
に
性
格
の
異
な
っ
た
同
時
代
の
二
人 

の
神
秘
家
は
、「

た
だ
神
の
み」

と

い

う

こ

と

に

お
い
て
は
、
全
く
同 

じ
視
座
に
立
っ
て
い
た
。

「

受
動
的
暗
夜」

と
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
で
あ
る
神
の
う 

ち
に
、
自
ら
を
忘
れ
切
っ
た
愛
の
恍
惚
を
生
み
だ
す
。

み
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
己
を
忘
れ

い
と
し
き
君
に
面
を
寄
す

小
百
合
の
ぅ
ち
に
胄
づ
か
い
も

みな忘れ去り

す
べ
て
は
絶
え
て
わ
れ
も
な
し

(

^ou
e
d
e
m
e
,
y
o
J
v
l
d
e
m
e

W
1 rostro 

recline sobre 

el 

A
m
a
d
o

Cleso 

t
o
d
o
,
y

g-
S
J
J
l
g

Dejando 

m
i

 

cuidado

cr
l
n
t
r

®
j
p
w

 

a.zuc

<03
a.s 

olvldpdo)

「

暗

夜(noche 

oscura)」

最
後
の
詩
句
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
ヨ 

ハ
ネ
の
解
脱
は
、
永
遠
の
余
白
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ 

は
、
ヨ
ハ
ネ
的
無
、
あ
る
い
は
、
そ
の
無
限
の
暗
黒
の
夜
空
を
i

す 

る
魂
の
余
白
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

東
洋
の
偉
大
な
先
覚
、
道

元(

二
一
〇
〇
|

一
 

1
I

五
三)

の
形
而
上 

学
的
詩
魂
を
伝
え
る
言
葉
を
ヨ
ハ
ネ
を
賛
え
る
碑
文
と
し
て
、
こ
の
拙 

論
を
結
び
た
い
。

仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を
な
ら
ふ 

と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、
 

万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
。
i

に
証
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己

- 3 8



の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
。
悟
迹
の 

休
歌
な
る
あ
り
、
休
歌
な
る
悟
迹
を
長
長
出
な
ら
し
む
。

(『

正
法
眼
蔵』

第I

現
成
公
案)

著
害
、
参
考
資
料

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
は
、
次
の
四
つ
の
主
著
、
十

四(

ま
た
は
、
十 

五)

の「

ロ
マ
ン
セ」

と
よ
ば
れ
る
詩
、
一
一
つ
の
勧
告
、
三
十
三(

ま 

た
は
、
三
十
五)

の
手
紙
が
あ
げ
ら
れ
る
。

主
著
は
、「

カ
ル
メ
ル
山
登
攀(subida del 

m
o
n
t
e

 c
a
r
m
e
l
o
)」

、 

「

靈
の
賛
歌(cantico 

Espiridual)」
、
「

暗

夜(
N
o
c
h
e

 

〇
scura)J、 

「

愛
の
生
け
る
炎(

L
l
a
m
a

 

de A
m
o
r

 
v
<'
a)
J

い
ず
れ
も「

ド
ン
•
 

ボ
ス
コ
社」

刊

略
称
。「

山」

、「

賛J
、
「

夜」

、「

炎」

。

参
考
資
料(

拙
稿)

1

•
「

天
ム
ロ
小
止
観
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
思
想」

—
「

止
観」

と 
「

暗
夜」

(

三
八—

一
五
九
頁)

門
脇
佳
吉
編『

密
教
と
キ
リ 

ス
ト
教

』

創
元
社
一
九
七
七 

2 
.「

無
の
構
造」

丨
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
と
東
豸
め
霊
性—

カ
ル
メ
ル
会
編『

現
代
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ』

(

三
四
九
丄
ニ 

七
八
頁)

聖
母
の
騎
士
社
、

一

九
九一

年

註(

1)

兇

頁

「

翻
訳
は
ひ
と
つ
の
裏
切
で
あ
る」

と
い
ぅ
外
国
の 

諺
が
あ
る
。
と
く
に
、
文
学
、
な
か
で
も
、
詩
に
至
っ
て
は
、
翻
訳
は 

不
可
能
と
い
ぅ
し
か
な
い
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
も
、
そ
の
代
表
的 

な
一
つ
で
あ
る
。

い
く
つ
も
の
訳
を
し
ら
べ
、
私
訳
も
試
み
て
き
た
が
満
た
さ
れ
な
い
。
 

こ
こ一

|

十
年
来
、
ス
ペ
ィ
ン
語
を
学
ぶ
人
も
多
く
な
っ

た

日
本
で
も 

あ
る
の
で
、
原
語
の
ま
ま
の
詩
を
参
考
に
供
す
る
こ
と
に
す
る
。

(

1)

m
3 
u
n
p

noche 

oscura

0
0
3

PJ
n
s

m
w 
®

3

PJ
m
o
s
w 
J
3
s
PJ

JJJPJo.
p
 

o
h dichowa 

ventura!

Sail 

sin 

ser 

notiada,

Estiando 

y
a

 

casa 

gosegada.

(

2) 

> oscuras,y 

segura

P
o
r

 

la 

s
e
c
s
t
a

 

escala 

di
s
^azada, 

i〇
h 

alchosa 
y

®E3
t
;
u
r
a
!

A

 oscuras,en 

slada,

Estiando 

y
a

 
3

W c
a
s
p
s
o
s
e
g
a
d
a
.

(

3) 

M
n l

a

a
o
c
he dlchos

PJ

m
3 secreto,que 

nadie 

m
e

 

vela,

N
i

 

v
o

 

m
i
r
a
b
a

 
oosa.
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Sin 
otra 

lu
Na
i gu

l
p

S
i
n
o

 

l
a
.

D
u
e(D
n el 

c
o
r
p
z
o
n

 

ardla..

(

4) 

A
q
c
e
s
t
a

 
m
e

cr
q
u
l
ao-a

M
a
s

 

cierto 

que 
la 

l
u
N
h
CD
3
CD
&

0 

h 
一?

A

 

d
o
n
d
e

 

m
e

 

espe!*a
o-a,

Q
u
i
e
n

 

v
o

o-
l
e
n
 

m
e

 

sabla,

E
n

 

f
j
a
r
t
p
d
o
n
d
e

 

naaie 

fjarecla.

(

5) 

j
o
h

 

noche,

のue 

のuias1:e.

O
h

 

n
o
che 

a-ma-

o-el 

m
a
s

 

que 

el 

3.1
0-ora.aa.; 

O
h

 

noche,que 

juntast:e 

>
m
a
d
o

 con 

amada,

-A
m

ad
a  en

 

e
l>

m
a
d

o

 

t̂
ra.ns

'-h
o
rm

a.d
a.!

(

6」
E
n

 

m
i

XJecho 

florido,

.o
u
e 

XJ
a
r
a 

el solo 

s
e

cr
q
u
a
r
d
a
o-
? 

Alii 

q
u
e
d
o 

d
o
r
m
i
d
p

Y

 

y
o

 

le 

regalalD?

Y

 

el 

ventalle 
a
CDoedros 

aire 

dalDa.

(

7」
El 

aire 

de 

el 

almena,

C
u
a
n
d
o

 

ya. sus 

c
a

o-ellos 

esfja-rcl?

G
o
n

 
s
 
彐 a.n

o

 
wCD
r
CD
na.

Mn m
i

 

cuello 

h
e
n
?

Y

 

todos 

m
i
s

 

sentidos 

susfjendla.

(

8) 

Q
u
e
d
e
m
p
y

 

olvideme,

El 

rostro 

recline 
s
oo-
r
e el 

A
m
a
d
o
,

 

C
e
s
o

 

t:odo,y 

dejeme,

D

CDjando 

m
i

 

cuidado 

M
ntre 

las 

azucenas 

olvldaao.

(
a
l
m
a
)
」

は
、「

霊
魂」

、
 

と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

ド

ン

•
ボ
ス
コ

社)

で
は
、

註(

2

)

28

頁
ス
ペ
ィ
ン
語
の

「

ア
ル
マ

(
a
l
m
a
)
」

は
、「

霊
魂」

、
 

「

エ
ス
プ
リ
ト
ゥ(

E
s
p
uritu)」

は
、「

霊」

と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

拙
訳
、「

カ
ル
メ
ル
山
登
攀」

(

一
九
六
九
年
ド
ン
•
ボ
ス
コ

社)

で
は
、
 

「

精
神
の
暗
夜」

と
い
う
訳
語
を
、「

霊
魂
の
暗
夜」

の

代
わ
り
に
あ
て 

て
み
た
。
と

い

う

の

も
、
ョ
ハ
ネ
の

解
説
は
、「

知
性
•
記
憶
•
意
志」 

と
い
う
、
三
つ
の
精
神
機
能
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ 

る
。「

霊
魂」

と
い
う
言
葉
は
、「

精
神」

と
い
う
機
能
的
用
語
で
は
な 

く
、「

生
命
的
用
語」

だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
ス
コ
ラ
神
学
で「

ア 

ニ
マ
^
2.
ョ
㈢)」

と

い

う

言
葉
が
、「

霊
魂」

と
訳
さ
れ
て
き
た
。
厳 

密
に
言
う
と
、「

ア
ニ
マ」

は
、「

魂」

に
あ
た
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は 

r

フ

シ

ユ
ケ
ー」

、
へ
ブ

ラ

ィ

語

「

ネ

フ

ヱ
シ
ユ」

に
相
当
す
る
。
い
ず 

れ
も

、「

命」
、「

魂」

と
訳

さ

れ

て

い
る
。
と

こ

ろ

で

、「

カ
ル
メ
ル
山 

登
攀」

の

ア
ル
ぺ
ー
訳(

昭
和
一
一
十
八
年
、
一
九
五
三
年
、
ド
ン
•
ボ
ス
コ



社)

で
は
、「

霊
の
暗
夜」

と
な
っ
て
い
る
。「

霊」

は
、
ラ
テ
ン
語
で
、
 

rsp
iritu

s
」
、

ス
ペ
イ
ン
語
は
、(Espiritu)

と
な
る
。「

霊」

、
ま
た 

は
、「
聖
霊」

が
闇
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
解
で
あ
る
。
と 

す
れ
ば
、「
精
神」

と
、「

霊」

の
中
間
用
語
と
し
て
の「

霊
魂」

を
、
 

本
論
に
お
い
て
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
読
者
の
ご
了
解
を
乞
う
。

用
語
の
厳
密
さ
を
大
切
に
す
る
学
問
領
域
に
お
い
て
は
、
拙
論
の
主 

題
言
語
に
か
か
わ
る
こ
と
で

あ
る
の
で
、
今
後
も

さ

ら

に
つ
め
て
み
る 

べ
き
も

の

と

考
え
る
。
ご
助
言
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註(

3)

的

頁

拙

稿

「

天
台
小
止
観
と
十
字
架
の
ヨ

ハ

ネ」
—

 

「

止
観」

と

「

暗
夜」

門
脇
佳
吉
編

『

密
教
と
キ
リ
ス
ト
教

』
一
二
八I
I
五
八
頁
創
元
社 

一
九
七
七
年
、

1

一八—

一
五
八
頁
創
元
社
一
九
七
七 

註(

4)

30
頁

「

山」

I
、
訳
者
註
三
〇
頁 

註(

5)

31

頁

rhabito 」

訳

者

註「

山」

n
、
3

、
1

92

頁 

註(

G)

31

頁
デ
ィ
才
ニ
ジ
才

(Dionysios) 

r
w
a
d
i
u
m

 divinal caliginis (

神
的
暗
黒
の
光
線

)」

使
徒
行
録一

七
、
三
四
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
不
詳
。
お
そ
ら 

く
、
五—

六
世
紀
の
神
秘
神
学
者
。

註(

？)

32

頁
ス
コ
ラ
神
学
で
は
、

r

徳」

を
、
大
き
く
二
つ
に
分 

け
る
。
神
と
の
か
か
わ
り
を
生
き
る
徳
を
、

「対
#:ii(virtutes thelo- 

logales) 」
、

人
間
相
互
の
関
係
か
ら
生
ず
る
徳
を
、

「

倫

理

徳(virtu- 

tes m
o
r
a
l
s
)
」

と

•う
。

前
者
は
、
さ
ら
に
、

三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

「

信

仰(Fides )」
、

「

愛

(charitas)」
「

希

望(spes
)」
。

「

知
性」

ま
た
は
、「

理
性」

は
、
信
仰
に
結
ば
れ
る
認
識
能
力
、「

意
志」

は
、
愛
の
原
動
力
と
な 

る
精
神
機
能
と
い
わ
れ
る
。「

記
憶」

は
、
i

、
過
去
に
つ
い
て
の 

想
起
の
能
力
で
あ
る
。
こ
の
記
憶
の
浄
化
は
、「

希
望
の
暗
夜」

に
よ 

る
と
い
う
の
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
独
創
的
理
論
で
あ
る
。

註(

8)

34
頁
犬
の
諺
は
、
旧
約
、
格
言

26

、
11
。
豚
の
た
と
え
は
、
 

外
典
ア
ヒ
カ
ル
物
語
に
あ
る
。

註(

9)

刃
頁
七
つ
の
罪
源
日
本
語
の

「

公
教
要
理

」

昭
和
二
十 

年
代
版
に
は
書
か
れ
て
い
る
が
、「

カ
ト
リ
ッ
ク
要
理」

(

昭
和
三
十
五 

年)

に
は
省
か
れ
て
い
る
。

カ
ル
メ
ル
山
図
式
の
付
文
邦
訳

(「

山」

I 2
、

11)

す
べ
て
を
ま

こ

と

に

味
わ
う
に
至
る
た
め
に
は
、

ど
ん
な
こ
と
に
も
、
そ
の
味
に
ひ
か
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。

す
べ
て
を
ま

こ

と

に

所
有
す
る
に
至
る
た
め
に
は
、

何1

つ
持
と
う
と
望
ん
で
は
な
ら
な
い
。

す
べ
て
に
お
い
て
す
ベ
て
と
な
る
た
め
に
は
、

何
ご
と
に
お
い
て
も
無
き
も
の
と
な
る
よ
う
に
。

す
べ
て
を
ま
こ
と
に
知
る
に
至
る
た
め
に
は
、

何

ご

と

も

知

ら

ぬ

ま

ま

で

あ

る

よ

う

に

。

ま
だ
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
も
の
に
至
る
た
め
に
は
、

一  41



何
ご

と

も

味
わ
ぅ
こ

と

な

く

通

り

過

ぎ

ね

ば

な

ら

な

い
。

ま
だ
知
ら
な
い
も
の
に
至
り
つ
く

た

め
に
は
、

何
ご
と
も
知
ら
な
い
ま

ま

通
り
過
ぎ
ね
ば
な
ら
な
いO  

ま
だ
持
た
な
い
も
の
に
至
り
つ
く

た

め
に
は
、

持
た
な
い
ま
ま
に
通
り
す
ぎ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
い
な
い
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
つ
く
た
め
1」

は ヽ

ど
こ
も
通
り
過
ぎ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
べ
て
に
至
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
方
法 

何
ご
と
か
に
心
を
と
め
る
な
ら
、

す
べ
て
で
あ
る
も
の
に
自
分
を
委
ね
き
っ
て
い
な
い
こ
と

に

な

る0  

す
べ
て
か
ら
す
ベ
て
の
も
の
に
至
り
つ
く
に
ま
、

す
べ
て
に
お
い
て
自
分
を
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。

す
べ
て
で
あ
る
も
の
を
も
つ
に
至
る
と
き
に
は
、

何
も
の
も

持
つ
こ

と

な

く

、

そ
れ
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
に
お
い
て
、
何
か
を
も
ち
た
い
と
望
む
な
ら
、
 

そ
の
宝
を
神
の
ぅ
ち
に
清
く
保
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

靈
的
な
人
は
、
こ
の
魂
の
赤
裸
の
中
に
静
け
さ
と
憩
い
を
見

出

す

。 

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
は
、
謙
適
そ
の
も
の
と
な
り
、
何
も
の
も
欲
し 

が
ら
な
い
の
で
、
上

に

あ

が

ろ

ぅ

と

し

て

疲

れ

る

こ

と

も

な

け

れ

.±
+

、 

下
に
降
ろ
さ
れ
て
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
人
は
可
か
を
欲

し
が
る
こ
と
で
疲
れ
て
し

ま

う

も

の

で

あ

る

。

禅
語
で
い
え
ば
、「

無
一
物
中
無
尽
蔵」

け
と
か
、
道
元
の
い
う
、

「

無
所
悟
、
無
所
得
、
只
管
打
坐」

に
集
約
さ
れ
る
ョ
ハ
ネ
の
霊
性 

と
い
え
よ
う
。
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討

論

討
議
者
本
多
正
昭

五
感
の
回
復
ど
こ
ろ
か
、
す
べ
て
の
五
感
を
剥
奪
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
霊
性
の
よ
う
な
、

一
見
そ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
も
の
の
ご
紹 

介
だ
け
れ
ど
も
、
私
は

1
1

つ
に
絞
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
関
係
す 

る
質
問
をコ
メ

ン

ト
を

か
ね
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
第1

に
、
仏
教
的
な
禅
的
な
無
と
キ
リ
ス
ト
教
的
ョ
ハ
ネ
神
学 

的
な
®
^
•
無
の
連
関
に
つ
い
て
の
ご
質
問
で
あ
り
ま
す
。
カ
ル
メ
ル 

山
の
登
攀
の
図
に
関
し
て
で
す
が
、
カ
ル
メ
ル
山
と
い
う
山
が
あ
り
ま 

し
て
、
完
徳
の
山
を
登
っ
て
行
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
真
ん
中
に
細
い 

道
が
あ
っ
て
そ
れ
を
完
徳
の
道
と
い
い
ま
す
。
そ
の
両
側
に
広
い
道
が 

あ
っ
て
、
右
側
の
広
い
道
は
い
ろ
い
ろ
な
地
上
的
な
財
宝
が
た
く
さ
ん 

あ
る
。
左
側
の
道
は
天
上
的
な
宝
の
道
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
非
常
に 

感
覚
を
超
え
た
よ
う
な
光
栄
、
安
全
、
喜
び
、
慰
め
、
そ
し
て
、
神
的 

な

知
識
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
完
徳
の
道
で
は
な
く
、
そ 

の
両
側
に
あ
る

K4!

兀
全
な
道
の

一

つ
で
す
。
右
側
の
地
上
的
な
#
^
!
の 

道
は
論
外
と
い
っ
て

、

左
側
の
天
上
的
な
宝
が
五
つ
並
べ
て

あ

り

、

光 

栄
、
こ
れ
も
な
し
、
安
全
、

こ

れ

も

な

し
、
愉
悦
、こ
れ

も

な

し
、
慰 

め
、
こ
れ

も
な
し
、
天
上
的
な
知
識
、

こ
れ

も
な
し

と

い

う
ふ
う
に
し 

て
全
部
否
定
し
て
、
否
定
の
道
を
上
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
真
ん
中

の
完
徳
の
道
は
全
部
こ
れ
で
も
な
い
、
こ
れ
で
も
な
い
と
い
っ
て
登
る 

た

だI

つ
の
道
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
非
常
に
否
定
神
学
的
な
暗
夜
の 

霊
性
と
い
う
も
の
が
、

-
H
f

架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
に
よ
っ
て
非
常
に

tt
ls
g
 

に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
質
問
は
と
い
う
と
、
奥
村
先
生
を
カ
ト
リ
ッ
ク
に
投
じ 

た
も
の
は
カ
ル
メ
ル
会
に
禅
と
無
と
非
常
に
共
通
性
の
高
い
ヨ
ハ
ネ
的 

無
の
霊
性
、
暗
夜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、

ヨ
ハ
ネ
的
な 

暗
夜
が
禅
の
無
と
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
奥
村
先 

生
は
何
も
禅
の
立
場
を
捨
て
て

——

捨
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も

-

と
も
か
く
禅
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
移

ら
れ
る
意
味
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
奥
村
先
生
一 

に
と
っ
て
、ど
う

し

て

も

禅
的
な
無
の
霊
性
と
異
な
る

カ

ト

リ

ッ

ク

的

43 

な
ヨ
ハ
ネ
の
暗
夜
の
霊
性
の
特
異
性
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
仏
教
か
一 

ら
キ
リ
ス
ト
教
に
移
ら
れ
た
以
上
は
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思 

う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

第一

一
点
は
、
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
ト
マ
ス
的 

哲
学
論
理
が
、
私
に
は
気
に
な
っ
て
し
よ
う
が
な
い
。
私
は
最
近
、

『

水

の

味

わ

い

A

 

Taste 

of 

w
a
t
e
r
』

と

い

う

本
を
翻
訳
い
た
し 

ま

し

て

、

こ

れ

は

ハ
ン
ドと
い

う

日
本
に一

一
十
九
年
間
いら
し

た

ィ
エ 

ズ
ス
会
の
神
父
さ
ん
で
、
一
一
十
年
く
ら
い
老
師
に
つ
い
て
徹
底
的
に
坐 

禅
を
な
さ
っ
た
方
で
、
現
在
、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

に

お

ら

れ

る

の
で 

す
が
、
と
う
と
う
私
も
興
味
を
も
っ
て
、
本
に
な
っ
て
一
一
年
が
か
り
で 

日
本
語
に
訳
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
最
初
の
方
に
次
の
よ
う
な
文
章
が



あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
史
の
な
か
で
恩
寵
と
人
間
の 

自
由
意
志
と
の
関
係
に
つ
い
て
ず
い
ぶ
ん
神
学
論
争
が
あ

っ

た

わ

け

で 

す
ね
。
こ
れ
に
つ
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
会
の
ス 

ワ
ミ
•
ア
デ
ィ
シ
ク
夕

■

—K

ン
夕
と
い
う
イ
ン
ド
人
の
神
父
か
次
の
よ 

う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
恩
寵
と
人
間
の
自
由
意
志
に
つ
い
て
の
論
争
の 

ど
ち
ら
の
陣
営
も
、
実
際
上「

神
と
人
間
と
の
足
し
算
を
試
み
る
一
一
元 

論
的
偏
見
の
犠
牲
者
で
あ
る
。
ア
ド
ヴ
ァ
イ
夕
つ
ま
り
不
一
一
の
教
え
は 

次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
神
の
み
で
も
な
く
被
造
物
の
み
で
も
な
く
、
 

神
と
被
造
物
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
分
離
や
同
一
化
を
と
も
に
超
越
す 

る
い
わ
く
い
い
が
た
い
不
二
の
も
の
で
あ
る
と
。
ヒ
ン
ド
ゥ~

教
と
キ 

リ
ス
ト
教
の
究
極
の
一
致
点
に
つ
い
て
、
ア
ド
ヴ
ァ
イ
夕
は
、
キ
リ
ス 

ト
教
的
体
験
の
根
底
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
世
界
は
ニ 

つ
で
は
な
い
と
い
う
奥
義
な
の
で
あ
る」

。
こ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て 

お
ら
れ
ま
す
。
私
も
こ
れ
に
非
常
に
深
い
真
理
性
を
感
じ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
世
界
に
驚
嘆
す
べ
き
深
さ
と 

い
う
か
高
さ
も
こ
れ
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
を
私 

が
読
ん
だ
と
き
、
私
は
信
仰
を
え
て
、
ま
だ
洗
礼
を
受
け
て
い
な
か
っ 

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
神
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
自
分
は
無
で
あ
る
と
、
 

こ
れ
が
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
を
読
ん
で
非
常
に
共
鳴
し
た
わ
け
で
す
ね
。 

神
は
上
昇
的
超
越
の
方
向
に
あ
る
。
神
と
私
の
間
に
は
絶
対
の
距
離
が 

あ
る
、
私
は
無
で
あ
る
、
と
い
う
形
で
結
合
し
て
い
く
。

こ
う
い
う
一
つ
の
論
理
と
い
う
か
風
土
や
文
化
と
結
び
つ
い
て
い
る 

の
で
す
け
れ
ど
、
神
秘
体
験
の
解
釈
の
仕
方
の
な
か
に
も
そ
れ
は
あ
る

と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
論
理
は
ま
ち
が
い
だ
か
ら
、

そ
の
体
験
は
ま
ち
が
い
だ
と
い
う
こ
と
に
は
絶
対
に
な
ら
な
い
わ
け
で 

す
。
だ
か
ら
、
比
較
と
い
う
の
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
わ
け
で
す
。
頭 

で
比
較
し
た
か
ら
と
い
っ
て
本
当
の
比
較
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い 

か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

こ
の一

一
元
論
的
な
傾
向
と
い
い
ま
す
と
、
ギ
リ
シ
ア
の
霊
肉一

一
元
論 

が
ず
っ
と
尾
を
引
い
て
、
十
字
架
の
聖
ョ
ハ
ネ
の
書
物
の
中
に
も
た
く 

さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
感
覚
と
い
う
の
は
全
部
否
定
し
て
い
く 

と
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
最
終
的
に
は
感
覚
を
復
権
し
て
い
く
た
め
な
ん 

で
す
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
で
も
、
感
覚
そ
の
も
の 

を
罪
悪
視
し
て
否
定
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
ぼ
く
は
ま
ち
が
い
で
は
一 

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
、
究
極
的
に
は
。
感
覚
へ
の
執
着
と
感
覚
と
い
44 

う
こ
と
は
、
同
一
視
し
て
使
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
し

一

 

か
し
、
こ
れ
ら
は
全
然
ち
が
う
ん
で
す
。
感
覚
そ
も
の
も
の
が
罪
を
犯 

す
の
で
は
な
く
て
、
感
覚
に
対
す
る
執
着
が
煩
悩
で
あ
り
、
罪
を
犯
す 

の
で
あ
っ
て
、
罪
を
犯
す
の
は
人
間
の
意
志
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
感 

覚
そ
の
も
の
は
全
然
罪
で
は
な
い
。
そ
こ
が
、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
修
徳
書 

な
ど
を
読
む
と
い
つ
も
感
覚
そ
の
も
の
、
肉
体
そ
の
も
の
が
悪
い
と
述 

ベ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
思
想
で
あ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教 

で
は
な
い
と
、
こ
の
点
を
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
わ
け
で
す
。

と
も
か
く
、
二
元
論
か
ら
ど
う
や
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
救
い
出
す
か 

と
い
う
こ
と
で
、
奥
村
先
生
は
ヵ
ル
メ
ル
会
と
の
非
常
に
深
い
共
感
で
、



い
ま
だ
に
カ
ル
メ
ル
会
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
、
最
高
の
責
任 

者
と
し
て
。
逃
げ
て
お
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
け
ど
、
や
は
り
東
洋
の
神 

学
、
日
本
の
神
学
と
い
う
も
の
を
担
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
日
本
の
神 

学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
暗
夜
の
霊
性
か
ら 

お
答
え
を
願
い
た
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
、
仏
教
的
無
と
は
ち 

が
う
キ
リ
ス
ト
教
の
暗
夜
の
霊
性
の
究
極
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
は
何
ぞ 

や
、
と
い
う
こ
と
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し 

く
お
願
い
し
ま
す
。

司

会

者
奥
村
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

奥
村
十
字
架
の
ョ
ハ
ネ
の
場
合
、
無
に
よ
っ
て
全
つ
ま
り
神
に
い
た 

る
と
い
う
、
捨
て
去
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
の
無
で
す
か
ら
否
定
的 

な
意
味
の
方
が
強
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
な
り
の
理
解
で
の
禅
の
意 

味
で
の
無
は
充
満
と
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
否
定
で
は
な
く
て
肯
定
的 

な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

本

多

私
の
質
問
の
焦
点
は
、
暗
夜
的
無
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
特
性
で 

す
ね
。
特
に
仏
教
と
ち
が
う
点
、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
と
は
何
者
か
と 

い
う
こ

と
を

明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

奥

村

キ
リ
ス
ト
のkenosis 

(

謙
譲)

、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架 

上
の
死
に
よ
っ
て
自
ら
を
空
し
く
し
た
神
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
キ
リ 

ス
ト
が
復
活
さ
れ
た
問
題
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
死
^

活
と
い
う 

こ
と
が
や
は
り
い
ち
ば
ん
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
復
活
は 

い
ち
ば
ん
根
本
的
な
奇
跡
、
原
点
に
あ
る
原
事
実
と
い
う
の
で
し
よ
う

か
、
パ
ゥ
ロ
の
書
簡
を
見
る
と
そ
れ
以
外
に
は
い
え
な
い
わ
け
で
す
。

こ
の
復
活
と
い
う
も
の
が
暗
夜
を
通
り
抜
け
た
光
の
世
界
と
い
う
理
解 

を
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

が
観
®A

J

い

う

を
も
つ 

て
い
る
場
合
に
は
、
神
は
暗
黒
の
う
ち
に
お
け
る
核
心
と
し
て
出
て
く 

る
と
い
う
わ
け
で
、
光
の
う
ち
に
見
る
も
の
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
私
自
身
に
は
小
さ
な
体
験
で
言
葉
で
整
理
す
る
こ
と
は 

で
き
な
い
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
と
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
う
し
て
も
分
け 

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
と
宗
教
性
。
人
間
に
は
基
本
的 

に
深
い
神
と
の
関
わ
り
、
神
学
的
に
い
え
ば
、
神
の
似
姿
と
し
て
創
ら 

れ
た
人
間
は
、
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
神
の
も
と
で
憩
う 

ま
で
は
、
憩
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
的
な
、
神

I 

へ
の
絶
え
間
な
い
乾
き
や
志
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
宗
霞
と
い
っ
て
よ
45 

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

一

そ
の
宗
教
性
に
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
こ
と
は
、
受
肉
と
か
、
託
身
と 

か
、
受
肉
•
受
難
•
復
活
の
三
つ
で
三
者
一
体
と
い
っ
て
し
ま
っ
た
方 

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
三
つ
で
キ
リ
ス
ト
と 

い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
宗
教
性
の
問
題
と
か
け
離 

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
神
が
自
分
を
捨
て
た
と
い
う 

原
事
実
、
宗
教
的
な
原
体
験
と
い
う
人
間
と
存
在
の
レ
ベ
ル
で
の
宗
教 

性
と
い
う
も
の
を
、
非
常
に
深
く
教
え
た
だ
け
で
な
く
伝
え
、
今
日
に 

い
た
っ
て
い
る
と
い
う
、
宗
教
的
原
体
験
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
わ 

れ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
点
で
は
、
原
事
実
と
い
う
も
の
が
絶
え
間
な



い
今
日
の
現
実
と
し
て
、
曰
々
こ
こ
に
も
現
実
と
な
っ
て
く
る
、
ふ
た 

た
び
こ
こ
で
生
き
ら
れ
て
い
る
現
実
をキ
リ
ス
ト
と
い
う
な
ら
ば
、
そ 

れ
に
宗
教
性
が
加
わ
り
、
宗
教
性
は
社
会
性
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
そ
れ 

に

組

織

化

さ

れ

体

さ

れ

て

、
教
義
が
で
き
、
教
会
が
で
き
た
と
き 

に
、
そ
れ
は
も
う
個
別
化
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、 

個
別
化
さ
れ
な
け
れ
ば
人
間
と
い
う
の
は
つ
か
み
よ
う
が
な
い
よ
う
に 

思
う
ん
で
す
。キ
リ
ス
ト
も
つ
か
み
よ
う
が
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
、 

教
会
が
な
か
っ
た
な
ら
。
そ
し
て
、
教
会
の
な
か
で
の
祈
り
が
具
体
的 

で
な
か
っ
た
な
ら
、
感
性
が
生
き
た
い
わ
ゆ
る
人
間
の
世
界
が
な
か
っ 

た
ら
、何
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
宣
教
と

い
う 

こ
と
も
当
然
そ
の
形
で
出
て
く
る
の
で
、
そ
の
宗
教
性
と
無
関
係
に
原 

だ
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
原 

事
実
と
し
て
い
る
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
特
に
ミ
サ
と
い
う
の
が
典
礼 

の
形
で
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、

K
i
m

が
現
実
の
！

I
W
K

と
な
っ 

て
い
くの
と
、
原
体
験
がS
#

験
さ
れる
た

め
の
修
行
が絶
え
ず
つ
づ 

け
ら
れ
、
そ
し
て
、
悟
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
、

法
灯
明
が
伝
わ
って 

い
く
。
そ
れ
が自
灯
明
と
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
世
界
とど
う
し
て 

矛
盾
す
る
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
原
事
実
が
■

実
に
は
な
ら
な
い
と
い 

う
の
は
今
の
わ
れ
わ
れ
の
な
か
で
そ
う
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
の
罪
の 

さ
が
と
い
う
か
、
人
間
の
限
界
と
い
う
か
、
そ
こ
に

妨
げ
が
あ
る
。そ 

の
妨
げ
を
乗
り
越
え
て
、
愛
せ
な
い
も
の
を
愛
す
る
よ
う
に
す

る
、
と 

い
う
よ
り
も
、
私
た
ち
が
愛
す
る
よ
り
も
愛
す
る
力
の
あ
る

者
が
そ
こ 

に
現
実
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
に
は
秘
胁
と
い
う
言
葉
で
説
明

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
絶
え
間
な
く
い
わ 

ゆ
る
こ
の世
界
が
存
在
す
る
の
を

「

継
続
す
る
創
造

」

と
い
う
言
葉
、 

c
s
a
t
i
o

 

continua

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、insrnatio 

0
0
3
1 

tinua 

(

継
続
す
る
受
肉

)

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う 

ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
私
に
は

キ
リ
ス
ト
と
い
う
も
の
と
、 

そ
し
て
キ
リ
ス
ト
が
そ
う
な
っ
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
が
も
っ
と
自 

分
を
捨
て
る
、
無
と
な
る
、
仏
教
的
な
意
味
で
の
空
の
体
験
と
い
う
か 

悟
り
の
体
験
を
す
る
、
役
に
立
つ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
が
必
要
に
な
る
と 

い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
で
す
け
れ
ど
も
、
長
い
修
行
を
し
て
そ
れ
か
ら 

救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ど
こ
で
も
い
っ
て
い
な 

い
と
思
い
ま
す
ね
。
赤
ん
坊
で
も
よ
い
の
だ
か
ら
、
罪
人
で
も
よ
い
の
一 

だ
か
ら
、
と
も
か
く
洗
礼
を
授
け
ら
れ
た
ら
、
ず
い
ぶ
ん
厚
か
ま
し
い

46 

言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
、
罪
は
す
べ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け

一

 

で
す
か
ら
。現
在
も
消
え
て
し
ま
っ
て
今
死
ん
だ
ら天
国
だ
と
い
う
の 

は
あ
ん
ま
り
で
き
す
ぎ
で
す
か
ら
、
仕
方
が
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、 

天
国
泥
棒
な
ん
て
言
葉
ま
で
あ
る
わ
け
で
す
が
。
今
と
い
う
と
き
が
重 

要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
受
肉
の
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
わ 

け
で
す
。
今
と
い
う
と
き
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
滑
稽
な
読
み 

違
い
で
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

司
<
农
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の 

で
、
た
だ
奥
村
先
生
も
本
多
先
生
も
、
両
方
の
宗
教
に
本
当
に
実
地
に 

身
を
置
い
て
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
で
、
長
く
お
話
い
た
だ 

き
ま
し
た
が
、
今
回
ご
出
席
の
先
生
方
の
中
に
は
、
禅
と
キ
リ
ス
ト
教



暑中御見舞

財
団
法
人
升
水
記
念
図
書
館

理事長升水連郎

元̂

教

授(

仏
I

学)

久
松
真
一(

抱
石)

先
生
の
資
料
や
御
手 

紙
な
ど
の
実
物
ま
た
は
コ
ピ
I

を
求
む
。
カ
セ
ッ
ト
テ
I

ブ
も
。

追
記
竜
谷
大
学

(

大
正
末
期—

昭_

期)

、
臨I

院
H

現
花
園
大 

学

(

昭
和
10

年
頃)

、
京

大(

昭
和
2

1

24)

、
M

fJ

市

立

芸

大(

昭
和 

29—

38)

の
先
生
の
仏
教
講
義
を
筆
記
し
た
他
筆
の
ノ
ー
ト
、
勿
論
コ 

ピ
ー
で
も
可
、

一
部
で
も
可
。
御
希
望
あ
れ
ば
買
わ
せ
て
下
さ
い
。

な
お
、
久
松i

未
公
開1

誌
九
冊
刊
行
。
希
望
者
は
乞
御
連
絡

〒
ニ
晶
平
塚
市
八
重
咲
町
七
丨
七

電
話

(

〇
四
六
三

)

一一一

ー
〇
五

一
九

と
か
、

と
キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
、
神
秘
主
義
と禅
、
そ
う
い 

う
両
方
にま
た
が
っ
て
ご
研
究
、あ
る
い
は
、
修
仃
を
し
て
い
ら
っ
し
や 

る
先
生
方
が
、た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
ニ
、
三
人
の
先 

生
方
か
ら
是
非ご
質
問
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

河
波

ふ
つ
う
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が
比
較
さ
れ
る
と
き
に
空
だ
け 

が
繰
り
返
さ
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
で
は
空
の
思
想
背
景
が
省
み
ら 

れ
て
い
ま
せ
ん
。
空

は
一
世
紀
頃
の
初
期
大
乗
i

に
登
場
しま
す
。
 

と
り
わ
け
、
般
若
経
典
の
中
で
般
若
波

i

つ
ま
り
空
を
実
現
す
る
と 

き
に
仏
に
会
う
、ま
た
、
仏
を
見
る
と
空
を；̂

す
る
と
い
う

〈

見
仏 

〉

の
問
題
と
表
裏
一
体
で
空
の
問
題
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
重
要
で 

す
。

秋
月

私
は
、
i

に
言
っ
て
本
多
さ
んと
同
じ
質
問
がし
た
い
。
奥 

村
さ
ん
がお
っ
し
や
る
キ
リ
ス
ト
っ
て

何
で
す
か
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト 

論
と
は
い
っ
た
い
な
ん
で
す
か
。
先
ほ
ど
の
讓
論
で
は
答
に
な
っ
て
い 

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
流
に
解
釈す
れ
ば
、
こ
の
私
の
実
存
にお 

け
る
死
と
復
活
とい
う
こ
と
か
と
思
うの
で
す
が
、
そ
れ
で
よ
ろ
し
い 

の
で
し
ょ
う
か
。

奥
村

河
波
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
空

と

〈

見
仏〉

を
複
合 

的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
と
い
う
の
は
よ
く
理
解
で
き
ま
し
た
。 

例
え
ば
、$

架
の
ョ
ハ
ネ
の
場
合
に
も
無
と
同
時
に

〈

見
神〉

が
問 

題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
愛
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
な 

り
き
る
こ
と
が
重
要
で
、
そ
の
こ
と
は
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
に 

な
り
き
る
こ
と
で
あ
り
、
言
葉
を
超
え
た
愛
し
愛
さ
れ
る
言
葉
の
世
界

が
重
要
な
の
で
す
。

ま
た
、
も
っ
と
大
切
な
の
は
ま
さ
し
く

「

キ
リ
ス
ト
は
だ
れ
か

」

と 

い
う
問
題
で
す
。

ぺ
テ
ロ
は
ィ
エ
ス
に
対
し
て

「

あ
な
た
は
生
け
る
神 

の
子
キ
リ
ス
ト
で
す

」

と
言
っ
て̂tn

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が 

ら
、
私

は「

キ
リ
ス
ト
と
は
だ
れ
か

」

と
問
う
こ
と
自
体
、
大
疑
団
な 

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
問
い
つ
づ
け
る
こ
と
こ
そ
、

-H
M
'

架
の
ヨ
ハ
ネ 

が
言
う
よ
う
な

〈

閹
の
な
か
を
歩
い
て
い
く
信
仰

〉

で
あ
り
、
そ
れ
は 

生
涯
、
問
い
つ
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
で

あ

る

と

確
信
し 

て
い
ま
す
。

(

次
号
に
つ
づ
く

)


