
発題
I

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

小

野

寺

功

《

序
に
代
え
て

——
要旨——

》

今
回
、
第
十
七
回
東
西
宗
教
交
流
学
会
発
題
者
に
予
定
さ
れ
て
い
た 

奥
村
一
郎
神
父
が
、
都
合
が
つ
か
な
く
な
り
、
急
遽
私
が
担
当
す
る
こ 

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
私
に
と
つ
て
予
想
外
の
こ
と
で
あ 

り
、
ラ
ィ
フ
ヮ
ー
ク
に
し
て
い
る

「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

」

の 

発
想
も
、
形
成
途
上
の
も
の
で
、
と
ま
ど
い
を
感
じ
ま
す
が
、
後
学
の 

た
め
、
よ
ろ
し
く
助
言
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

私
の
問
題
意
識
は
一
言
で
い
え
ば
、
日
本
に
お
け
る

一

キ
リ
ス
ト
教 

徒
と
し
て
の
自
己
意
識
の
確
立
に
あ
り
、
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
ら
の 

日
本
近
代
の
哲
学
を
日
本
的
霊
性
の
自
覚
の
論
理
と
と
ら
え
つ
つ
、
い 

か
に
し
て
ヵ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
日
本
的
展
開
を
図
れ
る
か
を
考
え
て
歩 

ん
で
参
り
ま
し
た
。

し
た
が
つ
て
そ
の
観
点
か
ら
一
一
つ
の
問
題
提
起
を
さ
せ
て
い
た
だ
き 

ま
すo

⑴

最
初
の
発
題
は「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

」

と
い
う
テ
ー
マ 

で
、
西
田
哲
学
を
媒
介
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
形
態
は
、
自
ず 

か
ら
聖
霊
神
学
と
な
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
、
私
が
現
在
到
達
し 

て
い
る
基
本
的
立
場
で
あ
り
ま
す
。

⑵

第
二
の
発
題
は
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
致
し
ま
す
が
、

「

聖
霊
と 

三
位
一
体
論
再
考

」

と
い
う
テ
一
マ
で
、
三
位

一

体
論
の
場
所
的
考 

察
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な「

聖
霊
の
宗
教」

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
、
あ 

ま
り
類
例
が
な
く
、
特
異
な
も
の
に
映
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し 

私
と
し
て
は
、
こ
う
捉
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
が 

日
本
的
霊
性
と
結
合
す
る
の
み
で
な
く
、
西
田
哲
学
の
無
の
場
所
を
聖 

霊
論
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
私
が 

こ
の
よ
う
な
発
想
を
持
つ
に
到
っ
た
動
機
は
、
西
田
哲
学
の
場
所
的
論 

理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
聖
霊
論
的
思
考
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い 

と
気
付
い
て
以
来
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

考
え
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
霊
問
題
は

「

聖
霊
に
よ



ら
な
け
れ
ば
、
だ
れ
も

『

ィ
エ
ス
が
主
で
あ
る

』

と
は
言
え
な
い」 

(

第I
コ
リ
ン
ト12

:
3
)

と
い
ぅ
ほ
ど
決
定
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り 

な
が
ら
、
神
学
的
•
原
理
的
に
あ
ま
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

む
し
ろ
危
険
視
さ
れ
、
忌
避
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
プ
ロ
テ
ス 

タ
ン
卜
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
読
ん
だ
も
の
で
は

H
.
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e
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が
、
当
時
ヵ
ト
リ
ッ
ク
で
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
神
学
書 

で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
特
に
第
一

I

パ
チ
ヵ
ン
公
会
議
以
降
は
、
事
情
が
大
き
く
変
わ 

り
、「

二
十|

世
紀
は
聖
霊
の
世
紀

」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
そ
の
重
要 

性
が
注
目
さ
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
力
卜
リ
ツ 

ク
教
会
に
お
い
て
、

一
九
九
八
年
は

「

聖
霊
の
年」
と
さ
れ
、
救
い
の 

中
心
的
働
き
手
で
あ
る
聖
霊
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
と
言 

わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
現
教
皇
ョ
ハ
ネ
.

パ
ゥ
ロ一

一
世
が|

九
八
六
年
に
出
さ
れ 

た
回
勃 

■の
与
又
圭(D

o
m
i
n
u
m

 et vivificantem) 

や
、
ィ
ヴ.

コ
ン
ガ
ー
ル
の「

私
は
聖
霊
を
信
じ
る

」
(Je C

3
1
S
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I
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n
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な
ど
も
、
そ
の
有
力
な
現
わ
れ
と
み
る 

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
コ
ン
ガ
ー
ル
の
大
著
は
、
聖
書
に
基
づ
い
て
、
聖
霊
体
験
と
そ 

の
神
学
を
包
括
的
に
扱
っ
た
本
格
的
著
作
で
あ
り
、
最
近
サ
ン
パ
ゥ
ロ 

社
か
ら
翻
訳
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
基
本
精
神
と
い
う
べ
き
特
徴
は
、

「

聖
霊
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
卜
を
通
し
て
、
父
へ

」

と
い
う
初
代
教
父 

の
伝
統
に
立
ち
帰
っ
た

「

内
在
的
超
越」

的
方
向
の
強
調
に
あ
り
ま
す
。

私
が
今
回
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
、
西
田
幾
多
郎
な
ど
の
日
本
の 

代
表
的
思
想
家
に
着
目
し
、
取
り
上
げ
る
理
由
も
、
彼
ら
が
何
よ
り
も 

「

自
己
の
根
底」

に
神
を
見
出
そ
う
と
す
る

「

内
在
的
超
越」

の
探
求 

者
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

私
は
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
徹
底
し
、
聖
霊
論
の
立
場
か
ら
キ 

リ
ス
卜
教
を
再
解
釈
し
、
仏
教
と
の
本
格
的
出
会
い
に
及
び
た
い
と
願 

う
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら

「

聖
霊」

と

「

仏
性」

に
は
、
ど
こ
か
深
く 

響
き
あ
う
生
命
の
呼
応
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

と
り
あ
え
ず
最
初
の
発
表
は
、
私
の
さ
さ
や
か
な

「

思
想
と
形
成」

一
 

に
重
点
を
お
き
、
西
田
哲
学
の
研
究
か
ら
い
か
に
し
て
聖
霊
神
学
の
発

6 

想
に
至
っ
た
か
、
そ
の
歩
み
を
述
べ
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

 

一

《

本

論

》

I

私
の
三
つ
の
精
神
課
題

今
の
時
点
か
ら
振
り
返
っ
て
み
て
、
私
が
西
田
哲
学
に
傾
倒
し
、
聖 

霊
神
学
へ
と
歩
み
を
進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
を
考
え
て
み
る
と
、

次
の
三
つ
の
事
柄
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。



⑴

風
土
体
験

そ
の一

つ
は
、
私
の
思
想
形
成
の
一
番
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
岩
手 

の
特
異
な
風
土
体
験
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
は
こ
の
地
帯
を
ィ
！
ハ
ト
ー 

ヴ
と
呼
ん
だ
が
、
柳
田
国
男
の

「

遠
野
物
語」

を
含
め
て
、
私
の
ァ
ニ 

ミ
ズ
ム
的
体
質
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
後
も
牢
固
た
る
も
の 

で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
賢
治
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

「

宇
宙
感
覚
の
宗
教
性

」 

と
い
っ
て
よ
い
要
素
か
と
思
う
が
、
こ
の
体
質
を
、
本
来
人
格
主
義
的
、 

超
越
的
な
キ
リ
ス
ト
教
と
ど
う
調
和
さ
せ
る
か
、
こ
れ
は
後
年
私
が
人 

知
れ
ず
思
い
悩
ん
だ
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
乗
り
越
え
さ
せ
る 

ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
の
も
宮
沢
賢
次
や
後
年
に
出
会
っ
た
ド
ス
ト 

エ
フ

ス

キ

ー

で

あ

った
よ
う
に
思
う
。

試
み
に
賢
治
の「

春
と
修
羅」

第
一
集
を
み
る
と
、
た
だ
一
篇
私
の 

郷

里(

土
沢)

を
歌
っ
た「

冬
と
銀
河
ス
テ
ー
ショ
ン」

と
題
し
た
長 

い
詩
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
空
に
群
れ
飛
ぶ
雀
を

「

青
い
ギ
リ
シ
ャ
文 

字」

と
呼
ぶ
よ

う

な

モ

ダ

ン

な
表
現
で
、
こ
の
地
方
の
自
然
や
風
物
と 

の
交
感
交
流
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
彼
は
、
天
性
東
北
岩
手
を
代
表
す
る

「

地
霊」

的
存
在 

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
彼
の
真
の
偉
大
さ
は
、
こ
れ
を
単 

な
る
素
朴
な
即
自
態
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
彼
の
近
代
科
学
的
教
養 

と
、
大
乗
仏
教
的
、
法
華
経
的
世
界
観
に
よ
っ
て
洗
練
浄
化
し
、
宇
宙 

的
、
人
類
的
普
遍
性
を
持
つ
も
の
に
飛
躍
さ
せ
て
い
っ

た

こ

とに
あ
る
。 

そ
し
て
こ
こ
か
ら
単
な
る
地
理
的
風
土
と
し
て
の

r

岩
手」

を
、
エ
ス

ぺ
ラ
ン
ト
風
に「>

-
丨
广ト

-
丨
ヴ」

と
名
詞
化
し
て
呼
ぶ
発
想
が
生
ま 

れ
て
き
た
の
だ
と
思
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
賢
治
の
詩
や
童
話
文
学
の
根
拠
に
な
っ
た

「

心
象 

風
景」

と
は
、

で
言
う
と
こ
ろ
の

「

仏
性」

の
発
現
で
あ
る
か
ら
、 

ど
ん
な
奇
想
天
外
の
詩
や
物
語
で
あ
っ
て
も
、
必

ず

「

正
し
い
も
の
の 

種
子」

が
宿
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
よ
き
世
界
の
構
成
材
料
た
り
う
る
の 

で
あ
る
。

ま
た
こ
の
詩
人
が
未
来
に
向
け
て 

新
た
な
詩
人
よ 

嵐
か
ら
雲
か
ら
光
か
ら 

新
た
な
透
明
なエ
ネ
ル
ギー

を
得
て 

人
と
地
球
に
と
る
ベ
き
形
を
暗
示
せ
よ 

と

言

う

と

き

、

そ
こ
で
嵐
と
か雲

と
か
光

と
か
表

現

さ

れて
い
る
の
は
、 

単
な
る
比
喩
で
は
な
い
。そ
れ

はむ
し
ろ
透
明
なエ
ネ
ル
ギー

と
し
て
、 

仏
教
的
に
は「

仏
性」

の
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は

「

聖
霊」

の
発
現
を 

指
す
も
の
で
あ
る
と
私
は
理
解
す
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
美
や
芸
術
の
根
源
で
も
あ
っ
て
、
彼

の

「

農
民 

芸
術
論
綱
要」

の
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
理
論
化
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て 

い

る

。

「
農
民
芸
術
と
は
、
宇
宙
感
情
の
地•人
.

個
性
と
通
ず
る
具
体
的
表 

現
で
あ

り

、実
生
活
を
肯
定
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
一
層
深
化
、
高
揚
し
、 

遂
に
一
切
を
究
竟
地
に
ま
で
導
び
こ
う
と
す
る
。

」

こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
の

「

場」

と
し
て
捉
え
ら
れ
た



「
ィ
ー
ハ
卜
丨
ヴJ

の
大
地
に
根
ざ
す「

霊
性
文
学」

の
削
造——

そ 

こ
に「
胬
治
の
世
界」

の
未
来
に
お

け

る全
意
義
が
隠

さ

れ

て

い

る

と
 

私
は
考
え
る
。
私
が
処
女
作
であ

る「

大
地
の
哲
学」

を
、「

ィ
ー
ハ 

ト
ー
ヴ
•
詩

と哲
学
の
根
源」

と

し

て

、

r

宮
沢
賢
治
論」

か
ら
出
発 

し
た
の
は
、
こ
の
風
土
体
験
が
、
私

の

「

聖
霊
論
的
思
考」

に
着
眼
さ 

せ
た
無
i

的
基
底
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

⑵

歴
史
体
験
の
形
而
上
学 

次
に
私
の
§

史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
開
眼 

を
促
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
敗
戦
に
伴
う
劇
的
な
価
値
紜
換
と
、 

歴
史
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
体
験
で
あ
っ
た
。
文
芸
評
論
家
、
亀
井
勝

一

郎 

の
い
う「

混
乱
の
中
の
人i

成」

は
、
ま
さ
に
私
共
の
た
め
に
用
意 

さ
れ
た
言
葉
で
あっ
た

と思
う
。

そ

う

し

た時
期
に
私
は
、
盛
岡
のあ
る
古
本
屋
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗 

f

学
者
で
、
ジ
ャ
ッ
ク.

マ
リ
タ
ン
に
学
ん
だ
士
口
満
義
彦
の

「

哲
学 

者
の
神」

と
い
う
一
冊
の
本
と
出
会
っ
た
。
こ
れ
が
私
の
生
涯
を
決
定 

す

る

こ

と

に

な
つ
た

と

言

え

る

。

後
に
上
智
大
学
で
指
し
て

H •

デ
ユ
モ

リ

ン

，X
と

^

^

っ 

た
時
、
吉
満
義
彦
の
最
も
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、

r

摂 

理」

と
い
う
言
葉
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
実
感
し
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
二
人 

に
は
、
私
の
求
め
て
や
ま
な
い

「

霊
性
の
優
位」

と
い
う
根
本
思
想
が 

一
貫
し
て
流
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
、
私
の
精
神
的 

基
軸
を
確
立
し
、
日
本
の
哲
学
や
神
学
を
考
え
る
上
で
非
常
に
役
立
つ た

の
は
、H

•
デ
ュ
そ
リ
ン
師
の
指
導
の
許
で
学
ん
だア
ゥ
グ
ス
チ

ヌ 

ス
のr

神
国
論」

の
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
以
前
に
読
ん
だ

「

告
白 

録」

や
、
そ
の
後
に
手
が
け
た

「

三
位
一
体
論」

と
共
に
、
私
の
心
魂 

を
ゆ

さ

ぶ

る

も

の

が

あ

り

、

ヘ

ブ

ラ

ィ

ズ

ム

と

ヘ

レ

ニ

ズ

ム

と

い

っ

た
 

異
質
的
な
思
想
を
切
り
結
ん
で
統
合
し
て
い
く
歴
i

学
的
な
、
霊
性 

的
実
存
の
思
考
様
式
を学

ぶ

こ

と

が

で

き

た

よ
う
に
«

っ
0

ま
た
こ
の
時
期
に
、
私
自
身
も
う

1

つ
深
く
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
こ
と 

は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
や
哲
学
の1

に
と
っ
て
不
可
欠
な
こ
と
は
、 

福
音
の
種
子
を
根
づ
か
せ
る
べ
き

「

大
地」

か

「

ム
ロ
ホ」

が
必
要
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
で
、
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
場
合
に
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
哲 

学
が
そ
の
媒
介
と
な
り
、
ト
マ
ス
の
ロ
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の 

哲
学
が
そ
の
下
地
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
最
も
典
型
的
な
道
を
歩 

ん
だ
の
は
内
村
鑑
三
で
あ
り
、

「

代
表
的
日
本
人」

の
ド
ィ
ツ
語
版
跋 

の
中
で
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
発
言
を
敢
て
し
て
い
る
。

「

天
の
み
に
て
は
、
如
何
に
純
枠
で
あ
っ
て
も
、
実
を
結
ぶ
こ
と
は
で 

き
な
い
。
キ
リ
ス
卜
の
言
葉
と
い
え
ど
も
、
石
地
に
落
ち
れ
ば
た
ち
ま 

ち
枯
れ
る
。
そ
れ
は
善
き
地
に
落
ち
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
こ 

そ
或
い
は
百
倍
、
或
い
は
六
-H

®
、

或
い
は
三t

の
実
を
結
ぶ
の
で 

あ
る
。
神
の
恩
恵
は
天
か
ら
も
地
か
ら
も
来
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ず 

ん
ば
善
き
実
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

」
(

岩
波
文
庫
版• 
ニ
ニ
頁)

こ
の
文
章
で
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は

「

神
の
恩
恵
は
天
か
ら
も 

地
か
ら
も
来
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

」

と
い
う
指
摘
で
あ
ろ
う
。
そ
の

S
M
o

内

— O 一



村
が
選
ん
だ
福
音
の
台
木
に
当
た
る
も
の
は
、
日
本
精
神
の
精
華
で
あ 

り

、
父
親
か
ら
継
承
し
、
自
ら
の
倫
理
的
背
骨
を
形
成
し
て

き

た
武
士 

道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
がア
メ

リ

カ経
由
の
ピ
ユI
リ
タ
ニ
ズ

ム

と深
く 

共
鳴
し
あ
っ
て
、
信
仰
の
根
を
確
か
な
も
の
に
な
し
得
た
の
で

あ

る

。 

ま

た
一
方
滅
び
ゆ
く
武
士
道
を
、
逆
に
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
継
承
し 

よ

う

と

し

た

と

も

い

え

る

。

内
村
の
歴
史
的
影
響
力
は
そ
こ
か
ら
く
る
と
共
に
、
彼
の
モ
ッ
ト
ー 

と

し

たィ
エ
ス
と
日
本
とい

う「

二
つ
の
J」

は

、
今
日
で
も
依
然
と 

し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
昭
和
年 

代
に
生
ま
れ
、
戦
後
に
成
長
し
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
武
士
道
に
か 

か
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に 

代
わ
る
よ
り
本
格
的
な
福
音
の
大
地
と
は
何
か
が
、
私
に
と
っ
て
次
に 

く
る
切
実
な
課
題
で
あ
っ
た
。

⑶

日
本
的
霊
性
の
思
想

こ

う

し

た問
題
に
逢
着
し
、
長
い
間
の
迷
い
と
探
求
の
末
、
ふ
と
思 

い
至
っ
た
こ
と
は
、
深
い
関
心
を
も
っ
て
か
ね
て
か
ら
読
み
続
け
て
い 

た
鈴
木
大
拙
のr

日
本
的
霊
性」

「

霊
性
的
日
本
の
建
設

」
r

日
本
の
霊 

性
化」

な
ど
のI

連
の
著
作
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「

大
地
性」

「

大
地
的 

霊
性」

の
思
想
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
実
に
含
蓄
の
深
い
特
色
あ
る
思
想
で
あ
っ
て
、
多
く
の
日
本 

人
が
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
日
本
i

史
の|

番
確
か
な
根
を
、
はっ
 

き
り
と
把
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
拙
に
よ
れ
ば

「

霊
性」

と
は
普
通
に
い
う
精
神
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
精
神
は
一 

般
に
主
観
と
客
観
、
自
と
他
の
対
立
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
区
別 

を
含
み
一
一
元
的
世
界
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「

大
地
i

種」

は
、「

宗
教
意
識」

と
し
て
現
れ
る
も
の
で
、

I

般
に
も
あ
ら
ず
、
個 

に
も
あ
ら
ず
、
両
者
を
両
者
た
らし

め

る「

包
摂
的
母
胎」

と
し
て
、

I

切
を
成
長
さ
せ
実
ら
せ
る
誠
の
働
き
の
場
の
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
鈴
木
大
拙
の
日
本
思
想
史
上
の
大
き
な
業
績
は
、
日
本
的
霊 

性
的
自
覚
と
い
う
独
自
な
把
握
を
基
底
と
し
て
、
禅
と
浄
土
系
思
想
を 

結
び
付
け
たこ
と

に

あ

る

と
考
え
て
い
る
。
そ
し
てこ
の
大
地
の
思
想 

こ
そ
、
内
村
の
武
士
道
を
越
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
最
も
注
目
し
、
学 

ぶ
べ
き
点
で
は
な
い
か
と
思
う
。

 

一

私
が
こ
の
点
に
着
目
し
、
最
初
に
書
い
た
論
文
が

「

伝
統
と
創
造
の9
 

課
題
に
お
け
る
日
本
的
霊
性
の
理
念

」
(『

世
紀』

誌.

第
二
十
三
号)

で
一 

あ
っ
た
が
、
こ
の
基
本
的
発
想
は
今
も
っ
て
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
し 

て
こ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
日
本
的
霊
性
の
自
覚
の
論
理
と
し
て
の
西
田
哲 

学
の
研
究
に
向
か
っ
て
い
っ
た
時
、
難
解
な
が
ら
、
大
学
で
学
ん
だ
い 

か
な
る
西
洋
近
代
哲
学
よ
り
も
、
私
の
心
の
奥
底
に
響
い
て
了
解
さ
れ 

て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
てこ

こ

にこ
そ
、
最
も
確
か
な
日
本
の 

ヵ
ト
リ
ッ
ク
神
学
形
成
の
論
理
的
基
盤
が
伏
在
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
た 

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
次
第
に

「

西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教

」

と
い
う
生 

涯
に
わ
た
る
研
究
図
式
が
私
の
中
に
醸
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、 

し
か
し
こ
の
両
者
の
異
質
媒
介
と
統̂!の
課
題
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
先



例
も
な
く
、
私
に
と
っ
て
は
明
ら
か
に
大
き
す
ぎ
る
課
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
鈴
木
大
拙
の
日
本
的
霊
性
論
の
理
解
か
ら
西
田
哲
学
研
究
に 

及
ん
だ
た
め
に
、
霊
性
の
論
理
と
し
て
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し 

て
の
場
所
的
論
理
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
で
は
、
聖
霊
論
的
思
考
の 

論
理
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
こ 

か
ら
西
田
哲
学
の「
無
の
場
所」

を
、
改
め
て
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所 

と
理
解
す
る
道
が
打
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
が
や
が
て
日
本
の
神
学
の
創
造
的
基
盤
と
し
て
、

「

三 

位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」
と
し
て
画
然
と
把
握
で
き
た
時
は
、
ク 

ザ
ー
ヌ
ス
の「

反
対
の
一
致」

や
デ
カ
ル
ト
のr

コ
ギ
卜.

エ
ル
ゴ. 

ス
ム」

の
発
覚
も
か
く
や
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
喜
び
を
禁
じ
得
な
か
っ 

た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。

こ
の
発
見
を
も
と
に
、
最
初
に
書
い
た
論
文
が

「
場
所
的
論
理
と
キ 

リ
ス
卜
教
的
世
界
観
ポ
ロ
ギ
ー
神
学
へ
の
一
試
論
—

」

へ『

力 

ト
リ
ッ
ク
研
究

』

第
二
十
五
号
、I

九
七
四.

六)

で
あ
り
、
以
後
こ
れ
が 

私
の
出
発
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

n

西
田
哲
学
と
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学

以
上
は
、
戦
後
の
私
が
、
自
己
確
立
を
求
め
て
歩
ん
で
来
た
精
神
的 

課
題
の
一
端
で
あ
る
。
こ
れ
は
広
く
言
え
ば

「

曰
^
-

<と
キ
リ
ス
ト
教」 

の
課
題
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
の
私
の
探
求
か
、

一
九
六
一

一

年
か
ら
一
九 

六
五
年
に
及
ぶ
第
一

r

ハ
チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
加
速
さ
せ
ら
れ
る
面 

が
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
格
的
取
り
組
み
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
意
味 で

、
大
き
な
恵
み
で
あ
っ
た
と
思
う
。

と
く
に
私
の
よ
う
に
、
聖
霊
神
学
と
い
う
特
異
な
テ

~

マ
に
つ
い
て 

述
べ
る
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
ョ
ハ
ネ
ス
一
一
十
三
世
に
よ
っ
て 

召
集
さ
れ
た
公
会
議
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な 

ぜ
な
ら
こ
の
出
来
事
自
身
、
す
で
に
老
齢
で
あ
っ
た
ョ
ハ
ネ
ス
一
一
十
三 

世
が
、
聖
霊
の
ひ
ら
め
き
を
受
け
て
開
催
を
決
意
し
た
と
言
わ
れ
て
い 

る
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
よ
う
な
課
題
を

「

ア
ジ
ョ

ル
ナ
メ
ン
卜」

(aggiornamento) 

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
が
、
後
任
の
パ
ゥ
ロ
六
世
も
こ
の
精
神
を
継 

承
し
、
⑴
教
会
が
自
覚
を
深
め
、
そ
の
本
性
を
理
解
す
る
こ
と
、
⑵
教 

会
内
の
刷
新
、
⑶
キ
リ
ス
ト
教
会
の
一
致
の
推
進
と
現
代
人
と
の
有
効 

な
対
話
の
四
つ
の
目
標
を
か
か
げ
た
。

こ
れ
ら
公
会
議
の
成
果
を
ま
と
め
た
文
書
を
み
る
と
、
特
に
聖
霊
論 

を
本
格
的
に
展
開
し
て
い
る
も
の
は
み
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し 

か
し
結
果
と
し
て
は
教
会
と
世
界
と
い
う
観
点
か
ら
、
聖
霊
の
働
き
を 

考
え
ざ
る
を
得
な
い
事
態
と
な
り
、
事
実
上
こ
の
時
期
を
発
端
と
し
て
、 

聖
霊
論
が
神
学
者
の
間
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
み
る

こ 

と
が
で
き
る
。

一
九
八
四
年
に
出
版
さ
れ
た
コ
ン
ガ
！
ル
の

「

私
は
聖 

霊
を
信
ず
る」

と
い
う
大
著
も
、
こ
の
流
れ
に
立
つ
す
ぐ
れ
た
業
績
で 

あ
る
。

ま
た
こ
れ
は
第
一
一
パ
チ
ヵ
ン
公
会
議
の
顧
問
神
学
者
の
一
人
で
あ
り
、 

現
代
ヵ
ト
リ
ッ
ク
神
学
を
代
表
す
る
ヵ
ー
ル
•
ラ
ー
ナ
ー
の
場
合
も
例 

外
で
は
な
く
、
彼
の
聖
霊
論
へ
の
言
及
は
、
比
較
的
晩
年
の
こ
と
に
属

1 0 -



す
る
。
た
だ
そ
の
素
地
と
し
て
は
大
変
豊
か
な
も
の
が
あ
る
と
思
う
。 

試
み
に
ラ
ー
ナ
ー
の
最
初
の
著
作

「

世
界
に
お
け
る
精
神

(

霊)
」 

(Geist 
in 

w
e
l
t
)

を
読
む
と
、
人
間
は
本
質
的
に
霊
的
な
も
の
と
と 

ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「

純
粋
経
験」

に
似
たr

i
i

s

経
験」 

(transzendentale 
E
r
f
a
h
r
u
n
g
)

と
い
う
基
本
的
立
場
か
ら
出
発
し
、 

主
•
客
の
一
一
元
的
対
立
を
根
本
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、 

後
期
西
田
哲
学
と
深
く
接
す
る
一
面
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。

こ
の
本
の
結
論
部
は

「
人
間」

と
い
う
題
目
に
な
っ
て
お
り
、
全
体 

が
要
約
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な

「

霊
性
的
自
覚
的
存 

在」

と

し

て

の人
間
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「

人
間
は
、
こ
の
世
界
の
中
で
自
分
を
自
覚
し
、
神
を
問
う
よ
う
に
な 

る
時
に
真
の
自
己
に
出
会
う
。
そ
し
て
人
間
は
神
の
存
在
を
問
う
時
に
、 

自
分
が
す
で
に
こ
の
世
界
内
に
あ
り
、
そ
し
て
神
へ
の
途
上
に
あ
る
こ 

と
を
常
に
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
神
と
こ
の
世
の
両
方
に
同
時 

に
属
し
て
い
る
。
人
間
は
相
互
に
他
方
な
し
で
は
あ
り
え
な
い

。…
…

 

し
た
が
っ
て
人
間
は
世
界
と
神
、
時
間
と
永
遠
の
間
に
あ
る
中
間
者
で 

あ
る
。

」
(一

1

九
六
頁)

こ

の

よ

う

に

ラ

ー

ナ

ー
の
場
合
、
い
さ
さ
か
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
的
で
は 

あ
る
が
、
人
間
が
神
に
至
る
道
は
、
人
間
の

「

霊」
(
G
e
i
s
t
)

と

い

う
 

「

場」

を
深
め
る
こ

と

に

よつ
て
自
己
超
越
し
てい

く

こ

とで
あ
り
、 

こ
れ
は
西
田
哲
学
と
同
じ

「

内
在
的
超
越」

の
方
向
と
み
てよ
い

と思

•っ
oま

た
ラ
ー
ナ
ー
神
学
の
中
で
最
も
中
心
的
で
重
要
な
概
念
は
、
⑴

「

超
自
然
的
実
存
規
定

」
(
u
be

s
a
tu

r
l
ic

he

 

E
xi

s
te

n
t
i
a
l
)

と

「

神
の 

自
己
譲
与」
(s

e
l
bs

t
mi

uei
lun

g

 

G
o
t
t
e
s
)

で
あ
る
。
そ

し

て

こ

れ
 

ら
は
い
ず
れ
も
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
お
り
、
人
間
が
先
験
的
に
神
を 

志
向
す
る
事
実
は
、
神
の
自
己
譲
与
が
神
の
側
か
ら
の
恵
み
と
し
て
、 

す
で
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

れ

と全
く
同
じ
こ

と

をア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は

「

告
白
録」

の
中
で 

「

神
よ
、
あ
な
た
は
私
た
ち
を
あ
な
た
に
向
け
て
お
造
り
に
な
っ
た
の 

で
、
私
の
心
は
あ
な
た
の
中
に
憩
う
ま
で
は
安
ら
ぐ
こ
と
は
な
い

」

と 

表
現
し
て
お
り
、
こ
れ
は
西
田
も
好
ん
で
引
用
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
ラ
ーナ
ー
の
立
場
で
は
、
自
己
存
在
の
根
底
に
与
え
ら 

れ
て
い
る
神
へ
の
志
向
性
を
、
誠
実
に
受
け
止
め
遂
行
す
る
限
り
、
神
一 

の
自
己
譲
渡
の
恵
み
に
参
加
し
、キ
リ

ス

ト

の福
音
の
本
質
に
か
な
う11 

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
たと

え
歴
史
的
状
況
の
中
で

「

キ

リ

ス

ト

の名」

一
 

に
出
会
う
こ
と
が
な
く
て
も
、
こ
の
恵
み
に
参
加
す
る
こ
と
は
可
能
で 

あ

り

、

ラ

ー

ナ

ー

は

こ

れ

を

「

無

名

の

キ

リ

ス

ト

者

」
(
a
n
o
n
i
m

の 

c
h
r
i
s
t
e
n
)

と
呼
ん
で
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
ラ

ー

ナ
ー
は
、
人
間
学
的
な
考
察
を
出
発
点
と
し
て
、 

ィ

エ

ス
.

キ

リ

ス

ト

と
い
う
歴
史
的
存
在
を
、
神
の
自
己
譲
渡
の
恵
み 

が
、
神
のn

ゴ
ス
の
受
肉
と
い
う
形
で
全
き
実
現
を
み
た
唯
一
の
事
例 

と

し

て理
解
す
る
。そ

し

てこ
れ
を
ラ
—K

1
固
有
の
言
葉
で
表
現
す 

る
と
、
自
己
譲
渡
の
目
的
因
はキ

リ

ス

トで
あ
り
、
作
用
因
は
本
来
的 

実
存
を
生
み
出
す
聖
霊
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

う

し

て歴
史
的 

な
ィ

エ

ス

•
キ

リ

ス

ト

と

普
遍
的
実
存
的
聖
霊
は
、
神
の
自
己
譲
渡
の



一
一
様
式
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
父
な
る
神
は
根
源
的
な
存
在 

と
し
て
絶
対
的
神
秘
で
あ
る
が
、
創
造
に
よ
る
自
己
譲
渡
を
歴
史
の
う 

ち
に
こ
の
二
様
式
を
通
し
て
遂
行
し
つ
つ
、
万
物
を
神
の
生
命
に
参
与 

さ
せ
つ
つ
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ラ

ー

ナー

神
学
の
中
心
は
あ
く
ま
で 

ィ

エ

ス.

キ
リ
ス
ト
の
現
実
で
あ
り
な
が
ら
、
三
位
一
体
論
と
深
く
関 

連
し
て
お
り
、
現
代
ヵ
ト
リ
ッ
ク
神
学
が
次
第
に
内
在
説
と
存
在
の
全 

一
性
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
ラ
ー
ナ
ー
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
事
物
に
働
く
聖
霊 

は
、
究
極
的
に
は
キ
リ
ス
ト
の
霊
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
救
い
を 

待
ち
望
む
も
の
、
な
い
し
は
途
上
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
傾
向
は
免 

れ
難
い
。
こ
れ
が
現
在

「

キ
リ
ス
ト
教
包
括
主
義

」

と
し
て
批
判
さ
れ 

る
点
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
実
際
の
対
話
以
前
の
考 

察
で
あ
り
、
そ
の
交
流
経
験
の
豊
か
な
日
本
に
お
い
て
は
、
よ
り
広
い 

視
座
か
ら
の
深
い
総
合
理
解
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、 

西
田
哲
学
や
西
谷
哲
学
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
考
慮
す
る
こ
と
は
不
可 

欠

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

こ

の
点
西
田
の「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

」

に
は
、
キ
リ
ス 

ト
教
に
対
し
、「

対
象
的
に
超
越
的
宗
教

」

と
い
っ
た
批
判
が
み
ら
れ 

る

。
し
か
し
こ

れ

は旧
神
学
に
は
妥
当
し
て
も
、
先
に
見
た
現
代
ヵ
ト 

リ
シ
ズ
ム
の
動
向
や
ラ

ー

ナー

神
学
の
場
合
に
は
、
た
と
え
対
象
論
理 

的
で
あ

る

にし
て
も
、
そ

の

ま

ま

で

は

こ

れ

に

あ

た

ら

な

い

。

ま
た
西
谷
啓
治
のr

宗
教
と
は
何
か」

に
み
ら
れ
るキ
リ

ス

ト

教批 

判
も
こ
れ
に
つ
な
が
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
は
ニ
点
に
要
約
さ
れ
る
。

⑴
そ
の
一
つ
は
神
の
人
格
を
有
的
に
捉
え
る
た
め
に
、

ど

こ

かセ
ル
フ• 

セ

ン

タ

ー

ド
ネ

ス

に陥
る
傾
向
があ

る

こ

と

、⑵
そ
れ
に
救
済
が
す
べ 

て
ィ
エ
ス.

キ

リ

ス

ト

の歴
史
的
事
実
の
一
回
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
て 

い
る
た
め
に
、
信
仰
の
立
場
が
ど
う
し
て
も
非
通
約
的
、
排
他
的
絶
対 

性
を
要
求
する
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

こ

の
点
ラ
^

―
-K

 —

は
、
他
のH 
•
キ
ュ
ン
グ
や
ヵス
パ
！

な
ど

と

共 

に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
と
唯
一
性
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と 

考
え
て
い
る
が
、
聖
霊
論
的
神
学
の
未
展
開
の
た
め
か
、
東
洋
的
霊
性 

の
観
点
か
ら
み
て
、
真
に
説
得
的
と
は
言
い
難
い
。

 

一
 

こ

う

し

たキ
リ
ス
ト
論
か
ら
聖
霊
論
へ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
大

変

12 

示
唆
的
な
の
は
、
力
！
ル•
パ
ル
ト
の
晚
年
の
動
向
で
あ
る
。
彼

は

ニ
一
 

十
世
紀
を
代
表
す
る
最
大
の
神
学
者
と
し
て
、
教
義
学
の
す
べ
て
の
分 

野
を
キ
リ
ス
ト
論
を
中
心
に
書
き
、
三
位
一
体
の
神
も
そ
の
観
点
か
ら 

解
釈
し
よ

う

と試
み
た
。
し
か
し
彼
は
晩
年
く
り
返
し
神
学
は
第
三
項 

(

聖
霊)

か
ら
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
必
要
で
も
あ
る
こ
と
を 

強
調
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
K
a
r
l

 

B
a
r
t
h
/
N
a
c
h
w
o
r
t
"
,

 

schiele
rma

ch
er

-A-
cs

wa
hl)

こ
の
意
味
で
バ
ル
ト
は
、
次
に
来
る
べ
き
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
正 

確
に
予
感
し
て
い
た
と
い
え
る
。
私
の
志
向
す
る
聖
霊
神
学
は
、

ま

さ
 

し
く
そ
の
方
向
に
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ 

ィ

エ

ス

•
キ

リ

ス

ト

御
自
身
が
、
別
れ
に
臨
ん
で
、
私
共
に
指
し
示
さ



れ
た
道
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

m

聖
霊
論
的
思
考
と
場
所
論
的
論
理

ョ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書

(

14.

16
以
下)

に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
は
弟 

子
に
対
す
る
訣
別
の
言
葉
の
中
で
、
明
ら
か
に

「

別
の
助
け
主」

の
派 

遣
と
到
来
を
予
告
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を

「

別
の
助
け
主」 

と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
御
自
身
の
人
格
と
区
別
し
て
い
る
点
は
、
特 

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
言
葉
は
、

「

別
の
助
け
主」

の 

働
き
が
何
を
意
味
す
る
か
を
明
示
し
て
い
る
。

「

わ
た
し
は
あ
な
た
た
ち
と

1
緒
に
い
る
間
い
ろ
い
ろ
話
し
た
が
、
父 

が
わ
た
し
の
名
に
よ
っ
て
遣
わ
す
助
け
主
で
あ
る
聖
霊
が
、
す
べ
て
の 

こ
と
を
あ
な
た
た
ち
に
教
え
、
わ
た
し
が
言
っ
た
こ
と
を
す
ベ
て
思
い 

出
さ
せ
る
で
あ
ろ
ぅ
。

」
(

ョ
ハ
ネ
14.
 

2
5
-
2
7
)

こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
弟
子
達
に
向
け
て
、
改
め
て
イ
ヱ
ス
を
導
い 

て
き
た
も
の
に
着
目
さ
せ
る
と
同
時
に
、
聖
霊
が
イ
エ
ス
の
言
行
に
含 

ま
れ
て
い
る
深
い
意
味
、

つ
ま
り

「

キ
リ
ス
ト
性」

を
悟
ら
せ
る「

自 

覚
の
霊」

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
思
ぅ
。
そ
し
て
こ
の
こ 

と
は
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
聖
霊
と
イ
エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
の
関
係
が
、

1

I

の
仕
方
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

⑴

担
い
手
と
し
て
のイ
ヱ

ス

そ
の
一
つ
は
共
観
福
音
書
に
支
配
的
な
も
の
で
、
そ
こ
で
は
例
え
ば 

「

い
か
に
神
が
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
聖
霊
と
力
と
を
注
が
れ
た
か

」
(

使

徒
10.
38)

と
い
う
よ
う
に
、
イ
エ
ス
は
霊
の
担
い
手
と
し
て
描
か
れ 

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
霊
が
メ
シ
ア
の
上
に
と
ど
ま
る
と
い
う
預
言 

者
の
見
方
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。

福
音
書
で
は
こ
の
考
え
が
一
貫
し
て
お
り
、
聖
霊
に
よ
る
マ
リ
ア
の 

処
女
懐
胎
か
ら
は
じ
ま
り
、
公
生
活
を
経
て

「

す
べ
て
は
成
し
遂
げ
ら 

れ
た」

(

ョ

ハ

ネ19.

30)

と
言
っ
て
頭
を
垂
れ
、
霊(

息)

を
お
渡
し 

に
な
る
ま
で
、
イエ
ス
の
す
べ
て
の
言
行
は
聖
霊
の
導
き
に
よ

る

と

い
 

う
解
釈
で
あ
る
。

⑵

自
覚
の
霊
で
あ
る
復
活
の
キ
リ
ス
ト

し
か
し
一
方
で
は
ョ
ハ
ネ
や
パ
ゥ
ロ
に
特
徴
的
な
見
方
と
し
て
、
例 

え

ば「

父
が
わ
た
し
の
名
に
よ
っ
て
お
遣
わ
し
に
な
る
聖
霊

」
(

ョ
ハ 

ネ
14.

26)

と
か
、「

も
し
、
わ
た
し
が
去
っ
て
ゆ
け
ば
、
そ
れ
を
あ
な 

た
が
た
に
遣
わ
す

」
(

同
16.

了)

と
い
う
よ
う
に
、
担
い
手
と
し
て
よ 

り
は
送
り
手
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。

そ
の
具
体
的
現
れ
と
し
て
は
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
が
弟
子
達
に
息
を 

吹
き
か
け
て
聖
霊
を
与
え
る
場
面
や
、
聖
霊
降
臨
の
曰
の
ぺ
テ
ロ
の
説 

教
と
し
て「

イ

エ

ス

は

神
の
右
に
上
げ
ら
れ
、
約
束
さ
れ
た
聖
霊
を
父 

か
ら
受
け
て
注
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

」
(

使
徒
2
.
33)

と
言
っ
て 

い
る
こ

と

の中
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
聖
霊
の
担
い
手
で
あ
る
イ
ヱ
ス
と
送
り
手
で
あ
る
復
活
の
キ
リ 

ス
ト
は
、
相
即
の
関
係
と
な
っ
て
お
り
、
共
に
真
実
の
も
の
で
、
キ
リ 

ス
ト
教
の
聖
霊
論
的
理
解
の
核
心
に
触
れ
る
問
題
で
あ
る
。



新
約
聖
書
に
は
聖
霊
と
い
う
言
葉
が

111

百
八
十
五
回
も
使
わ
れ
て
お 

り
、
ヨ

ハ

ネ福
音
書
で
は
二
十
四
回
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、 

「

神
の
霊」

「
主
の
霊」

「

聖
霊」

あ
る
い
は
単
に「

霊」

と
呼
ば
れ
て 

い
る
。
こ
の
霊
と
い
う
言
葉
の
原
語
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が

Spiritus 

と

訳
出
し
て
い
る
へブ

ラ

イ語
で
あ
る
が
、そ

の
い
ず
れ
も「

息」

あ 

る
い
は「

風」

な

ど

を意
味
し
、
そ

こ

か

ら発
展
し
て
生
命
、
霊
魂
、 

霊
を
指
す
よ

う

に

な

つ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

ま
た
旧
約
聖
書
の
創
世
紀
一

I
章
に
も
、
人
が
生
け
る
者
に
な
っ
た
の 

は「

主
な
る
神
が
地
の
ち
り
で
人
の
形
を
つ
く
り
、
い
の
ち
の
息
を
そ 

の
鼻
に
ふ
き
い
れ
た

」

こ

と

にあ
る
と
物
語
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
霊 

性
が
人
間
の
根
本
規
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
、
根
本 

的
に
霊(

プ
ノ
イ
マ)

中
心
的
で
あ
り
、
聖
書
的
人
間
観
を
最
も
よ
く 

示
し
て
い

る
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
も
、
人
間
は

「

霊
•
魂
•
体」

か
ら
な 

る
総
合
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
聖
霊
の
問
題
が
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
核
心
で
あ
る
こ
と
に 

つ
い
て
は
、
い
く
つ
も
そ
の
例
証
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
私 

が
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は

「

人
が
犯
す
罪
や
冒
涛
は
、
ど
ん
な
も
の 

で
も
ゆ
る
さ
れ
る
が
、
聖
霊
に
対
す
る
冒
浣
は
ゆ
る
さ
れ
な
い

」
(

マ 

タ

イ

31-32)

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、 

「

聖
霊
こ
そ
す
ベ
て

」

と
い
う
こ
と
で
、
イ
エ
ス
が
い
か
に
聖
霊
体
験 

を
重
視
し
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
根
本
基
調
は
、
聖
パ
ウ
ロ
の
体
験
の
中
に
も
は
る
か
に 

こ
だ
ま
し
て
お
り
、

「

聖
霊
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
だ

れ

も

『

イ
エ
ス
は

主
で
あ
る』

と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い

」
(

第
一
コ
リ
ン
ト12.
3

)

と 

い
う
決
定
的
な
言
葉
と
な
つ
て
結
実
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ィ
エ
ス
の
訣
別
の
辞
を
通
し
て
、

「

別
の
助
け
主」

あ 

る
い
は「

真
理
の
霊」

で
あ
る
聖
霊
の
重
要
性
に
つ
い
て
考
え
る
時
、 

自
ず
か
ら
想
起
さ
れ
て
く
る
の
は
、
釈
迦
が
入
滅
に
際
し
て
、
嘆
き
悲 

し
む
弟
子
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
与
え
た
と
い
わ
れ
る

r

自
灯
明
•
法
灯
明」 

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
真
の
依
り
ど
こ
ろ
は
、
釈
迦
の 

肉
身
で
は
な
く
し
て
法
で
あ
り
、
こ
の
法
を
証
得
す
る
自
分
自
身
で
あ 

るoそ

う

す

る

とキ
リ
ス
ト
教
の
聖
霊
論
的
理
解
に
も
、
こ

れ

と

。
ハ
ラ

レ 

ル
な
面
が
あ
り
、
ダ
ン
マ
とフ
ネ
ゥ
マ
に
は
呼
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る一
 

よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
第
五
回
の
東
西
宗
教

14 

交
流
学
会
の
発
題
者
で
あ
つ
た
玉
城
康
四
郎
が
、
ブ
ッ
ダ
と
ィ
エ
ス
と
一 

パ
ゥ
ロ
に
共
通
な
こ
と
は
、
ダ
ン
マ
や
プ
ネ
ゥ
マ
と
い
う
超
越
的
な
も 

の
が
、
己

れ(

主
体
者)

に
顕
わ
に
な
る
こ
と
だ
と
主
張
さ
れ
た
こ
と 

で
あ
る
。
私
の
到
達
点
も
こ
れ
に
近
い
も
の
で
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教 

の
出
会
い
は
、
今
後
こ
の
方
向
で

1

段
と
新
た
な
深
ま
り
と
展
開
が
み 

ら
れ
る
と
思
う
。
そ
の
突
破
口
と
し
て
聖
霊
論
的
思
考
と
そ
の
論
理
の 

問
題
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
主
観•

客
観
を
越
え
た
生
命
の
経
験
の
事
実
に
即
し
た
聖 

霊
論
的
思
考
は
、
霊
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
霊
を 

客
体
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
対
象
論
理
的
学 

問
i

論
だ
け
で
は
、
有
の
世
界
と
無
の
世
界
が
混
乱
し
、
無
の

f



の
経
験
も
、
有
の
世
界
の
論
理
で
考
察
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
聖
霊
論
的
思
考
に
お
い
て
は
、
霊
は
常
に
根
源
的 

主
体
性
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
索
す
る
者
の
主
体 

と
、
聖
霊
と
い
う
主
体
が

1

致
し
、
そ
の
一
致
と
調
和
の
中
に
こ
そ 

「

即
非
の
論
理」

そ
の
も
の
で
あ
る
聖
霊
論
的
思
考
の
独
自
性
が
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
主
体
間
の

1

致
を
信
仰
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
聖 

霊
論
的
思
考
は
聖
霊
に
対
す
る
信
仰
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い 

る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
霊
性
的
自
覚
へ
の
道
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に 

考
え
る
時
、
聖
霊
論
的
論
理
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
宗
教
を 

「

心
霊
上
の
事
実」

と
解
し
、
そ
の
論
理
を

「

実
在
の
自
己
表
現
の
形 

式」

と
考
え
る
西
田
哲
学
に
お
け
る
場
所
的
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
o

I
V

そ

し

て私
は
こ

こ

に

こ

そ西
欧
神
学
の
中
で
最
も
無
視
さ
れ
続
け
て 

き
た
聖
霊
神
学
の
広
大
な
沃
野
を
開
拓
す
べ
き
哲
学
的
基
礎
が
伏
在
し 

て
い
る
と
考
え
る
。そ

し

てこ
れ
は
あ

る
意
味
で
有
か
ら
無
へ
の
解
釈 

学
的
神
学
の
課
題
で
あ
り
、
晩
年
バ
ル
ト
が
予
想
し
た
聖
靈
珊
的
神
学 

確
立
へ
の
方
向
で
は
な
い
か
と
思
う
。

IV
聖

霊

神

学

へ

道

以
上
私
は
、
西
田
幾
多
郎
が
晚
年
の
遺
著
で
述
べ
た

「

新
し
い
キ
リ 

ス
ト
教
的
世
界
は
、
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
か 

も
知
れ
な
い
。

」
(『

全
集J

第
十
一
巻
、
四
六

1

一
頁)

と
い
う
先
駆
的
洞
察 

に
学
び
、
そ
れ
が
第
一
一
パ
チ
カ
ン
公
会
議
や
カ
ー
ル

•

ラ
ー
ナ
ー
の
神

学
路
線
の
中
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖 

霊
論
的
理
解
の
深
ま
り
を
考
察
し
て
き
た
。

そ
し
て
こ
れ
は
狭
い
範
囲
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
最
近
の
カ
ト
リ
ッ 

ク
文
学
、
哲
学
、
神
学
の
中
に
も
、
か
な
り
目
立
っ
た
動
き
か
出
て
き 

て
い
る
。
特
に
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
遠
藤
周
作
の
場
合
に
は
、 

「

沈
黙」

か
ら「

イ
エ
ス
の
生
涯」「

キ
リ
ス
ト
の
誕
生

」

を
経
て「

深 

い
河」

に
至
る
作
品
の
根
底
に
は
、
歴
然
と
し
た

「

内
在
的
超
越
の
キ 

リ
ス
ト」

を
め
ざ
す
聖
霊
：

5

珊
的
ア
プ
ロー

チ
が
み
ら
れ
る
と
思
う
。

そ
の
場
合「

私
に
と
っ
て
神
と
は

」
(

光
文
社)

で
語
ら
れ
て
い
る 

聖
霊
と
は
、
心
や
全
身
の
底
を
動
か
す
力
で
、
無
意
識
の
場
に
働
き
、 

人
間
の
生
命
の
核
心
に
ふ
れ
る
も
の
、
即
ち
宗
教
的
自
覚
で
あ
る
と
い

I 

う
。
そ
の
本
質
は1

つ
で
あ
る
が
、
働
き
は
多
様
で
、
イ
エ
ス
の
弟
子
B 

た
ち
に
と
っ
て
は
、
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
る
こ
一 

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
弟
子
た
ち
に
お
け
る

「

キ
リ
ス 

ト
の
誕
生」

が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま

た

こ

う

し

た
遠
藤
の
所
論
を
、さ
ら

に神
学
的
に
展
開
し
て
い
る 

井
上
洋
治
神
父
に
よ
れ
ば
、
本
当
の
神
学
は

「

有
の
神
学」

で
あ
る
よ 

り
は「

無
の
神
学」

で
あ
る
べ
き
だ
と
し
、
も
の
の
い
の
ち
を
根
底
で 

支
え
て
い
る
何
か
は

「

無」

と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
く
、
神

は

「

無
に 

お
い
て」

自
分
を
あ
ら
わ
す
方
と
考
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。 

(『
無
の
神
学
を
求
め
て

』
『

世
紀』

誌

一

九
七
ニ.

ニ)
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
神
を
対
象
的
に
実
体
と
し
て
で
は
な 

く
、
存
在
の「

根
底」

と
し
て
、
ま
た「

場」

と
し
て
と

ら

え

る

こ

と



を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
で
一
神
教
と
い 

わ
れ
るS

H
a

の
一
も
、
決
し
て
多
に
対
す
る
対
象
的

1

な
の
で
は
な
く
、 

主

•
客
を
越
え
た一

と
多
の
根
底
的
一
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ 

故
キ
リ
ス
ト
教
の一

神
論
は
単
な
る
超
越
神
論
で
も
汎
神
論
で
も
な
く
、 

l̂
^
y
s
:論p
§ 

§?
2.
i

と
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

井
上
洋
治
神
父
は
、
こ
う
し
た
立
脚
地
を
開
拓
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、 

は
じ
め
て
曰
文
の
感
性
で

「

イ
エ
ス
の
道|

を
^
む
こ
と
が
^
㈱
と 

な
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼

の
「

ま
こ
と
の
自
分
を
生
き
る

」
(

筑
幣 

晝
房)

を
み
る
と
、宮
沢
賢
治
、
1

、
西
行
、
良
寛
ら
と
深
く
心
を 

通
わ
せ
、

理
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
彼
ら 

は
い
ず
れ
も
大
自
然
の
根
源
的
生
命
か
ら
の
息
吹

(

ブ
ネ
ゥ
マ)

に
支 

え
ら
れ
、
生
か
さ
れ
、
根
底
を
洗
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
相
対 

化
し
た
求
道
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
現
代
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
直
面
し
て
い
る

「
文
：̂

又CJ

 

(

イ
ン
カ
ル
チ
ユ
レ
！

シ
ョ
ン)

の
試
み
の|

端
で
あ
る
が
、こ
う
し
た 

先
駆
的
試
み
は
、
や
が
て
続
い
て
起
こ
る
哲
学
や
神
学
の
創
造
的
展
開 

の
予
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
^

^
が
知
る
限
り
、
ブ
ロ
テ
ス
タ
ン
卜
に
お
い
て
も
、
本
格
的 

な
聖
霊
神
学
を
企
図
す
る
人
に
、
小
田
垣
雅
也
が
あ
り

「

現
代
思
想
の 

神——

現
代
に
お
け
る
聖
霊
論
一

(

新
地
害
房)

、「

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム 

と
現
代
神
学」

(

削
文
社)

な
ど
が
そ
の
代
表
作
で
あ
る
。

た
だ
私
の
よ
う
に「

西
田
質
子
か
ら
聖
霊
神
学
へ

」

の
道
を
た
ど
る 

者
に
と
っ
て
、
最
も
直
接
的
で
重
要
な
存
在
は
淹
沢
克
己
で
あ
る
。
彼 の

歩
み
は
私
と
同
じ
く
西
田©
子
か
ら
^
*
し
て
お
り
、
後
に
力I
ル•

パ
ル
卜
の
許
に
学
び
、
東
西
思
想
の
原
点
を
追
及
し
、

人
学

」

を
形
成
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
仏
教
に
も
影
響
を
与
え
た
と 

い
う
点
で
、
大
い
な
る
先
輩
で
あ
り
、
道
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で 

き
る
。

淹
沢
の「

西
田
哲
学
の
根
本
問
題

」

は
、
力
！
ル
•
バ
ル
卜
の
神
学 

を
背
景
に「

被
造
物
即
削
造
者

」

と
い
う
f

か
ら
西
田
哲
学
の
根
底 

を
解
釈
し
た
画
期
的
著
作
で
あ
り
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト 

教
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
核
心
的
な
西
田
哲
学
理
解
を
示
し
た
例
は 

稀
で
あ
る
。

ま

た
彼
は
一
方
で「

力

！
ル
•
バ
ル
卜
研
究I

イ

エ

ス

•
キ

リ

ス
一
 

卜
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
問
題

」

を
書
い
て
お
り
、
西
田
が

「

そ
こ
か
ら
そ
こ16 

へ」

だ
と
す
る
一
点
が
、
バ
ル
卜
が
聖
書
を
通
し
て
到
達
し
た

「

イ

ン
一

 

マ

ヌ

エ

ル

」
(

神

わ

れ

ら

と共
に
在

す)

と

共
通
す
る
根
源
的
事
実 

〈u
r
f
a
k
t
u
m
〉

で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

⑴

こ

の
i

は

第
一
に
、
全

く
無
条
件
に
あ

ら

ゆ

る人
の
実
存
の
底 

に
備
わ
っ
て
い
る
真
実
の
神
と
の
か
か
わ
り
で
あ
り
、
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル 

と
い
う
原
事
実
を
離
れ
て
、
人
は
生
き
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な 

い(

不
可
分)

。
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
人
は
神
で
は
あ
り
得
な
い 

し
、
神
と
人
は
非
連
続
で
あ
る

(

不
可
同)

。
た
だ
創
造
主
で
あ
る
神 

の
支
え(
働

き

)

に
よ
っ
て
の
み
人
であ

る(

不
可
逆)

。

こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル

(

神
の
支
配
•
キ
リ
ス
ト

)

の 

原
事
実
に
お
け
る「

神
と
人」

の
関
係
は
、
不
可
分•
不
可
同
•
不
可



逆
で
あ
る
。

⑵

し

か

し第一

一
に
、
私
た
ち
は
第
一
義
の
神
と
人
の
接
触
は
万
人
に 

無
条
件
に
備
わ
っ
て
い
る
の
に
、
凡
そ
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
な
い
。
そ 

こ
で
第
一
一
義
の
接
触
と
は
、
第

一

義
の
接
触
へ
の
開
眼
と
い
う
出
来
事 

を
さ

す

。そ
し
て
こ
れ
が
宗
教
的
生
のは

じ

ま

りで
あ
り
、
キ

リ

ス

ト
 

教
と
仏
教
の
違
い
は
、
第

一

一
の
接
触(

自
覚)

の
と
る
形
の
違
い
に
あ 

る

と

み

る

。

こ
こ
で
滝
沢
が
力
説
し
た
い
の
は
第
一
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
で
、
そ 

の
根
拠
は
ョ
ハ
ネ
伝
冒
頭
の
次
の
言
葉
に
あ

る

。「

初
め
に
み
こ
と
ば 

が
あ

っ

た

。み
こ
と
ば
は
神
と
と
も
にあ
っ

た

。み
こ
と
は
ば
神
であ
っ 

た

。
み
こ
と
ば
は
初
め
に
神
と
と
も
にあ
っ

た

。す
べ
て
の
も
の
はみ 

こ
と
ば
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
。

」

以
上
の
こ

と

を根
拠
に
し
て
なさ
れ

る淹
沢
克
己
のパ
ル

ト神
学
批 

判
は
、
イ

エ

ス

につ
い
て
第I

義
の
接
触
と
第
一
一
義
の
接
触
の
区
別
を 

し

な

い

とい
う
点
に
あ

る

。淹
沢
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、こ
の
絶
対
無
償 

と

し

て

の

イ

ン

マ

ヌ

エ

ル

の

原
事
実
は
、
人
間イ
エ

ス

の

こ

の
地
上
へ 

の
登
場
に
よ
り
生
起
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
呼
び
か
け
に
対
す 

る
徹
頭
徹
尾
人
間
的
な
応
答
な
の
であ
る

。

こ

の点
イ

エ

ス

が

わ

れ

わ
 

れ
と
違
う
の
は
、
第
二
義
の
接
触
を
典
型
的
に
成
就
し
、
そ
の
形
な
き 

形

(

無
相
の
自
己)

を

実
現
し
て
い

る
点
に
あ

る

と

い

う

の
が
、
淹
沢 

の
伝
統
的
キ

リ

ス

ト

教批
判
で
あ

る

。

し

か

し一

方
淹
沢
の
考
え
に
は
、
西
田
哲
学
の
難
点
を
パ
ル
ト
神
学 

に
よ
っ
て
乗
り
越
え
て
い
る
一
面
が
あ
り
、
彼
自
身
次
の
よ
う
に
述
べ て

い
る
。

「
『

絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
』

と
い
う
彼
の
定
義
を
も
っ
て
し
て
は
、 

十
分
明
ら
か
に
、
と
い
う
よ
り
も
全
然
表
現
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
の

I 

つ
の
決
定
的
に
重
大
な
関
係
が
事
実
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
マ
ヌ

H 

ル
の
原
事
実
に
お
け
る
神
と
人
、
創
造
者
と
被
造
者
と
の
あ
い
だ
の
、 

絶
対
に
不
可
逆
的
関
係
が
そ
れ
で
す
。

こ
の
ユ
ニ ー

ク
な
関
係
こ
そ
、
わ
た
し
が
力
ー
ル
.

バ
ル
卜
を
通
し 

て
初
め
て
発
見
し
た
も
の
、
そ
れ
以
前
に
は
西
田
哲
学
の
中
に
明
確
な 

表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か 

ら
わ
た
し
ど
も
に
と
っ
て
決
定
的
問
題
は
、
肉
の
声
で
聞
く
こ
と
の
で 

き

る「

イ
エ
ス•
キ

リ

ス

ト

」

と
い
う
名
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
な
き

一
 

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の

H
i
M
t
K

に
直
接
か
か
わ
る
実
質
的
認
識
に
あ
る
の
で
17 

す
。

」
(『

宗
教
を
問
う』

九
八
1
九
九
頁) 

一
 

淹
沢
は
こ
の
よ
う
に
バ
ル
卜
を
介
し
て
、
西
田
哲
学
の
即
の
論
理
で 

は
ま
だ
不
明
瞭
な
、
創
造
者
と
被
造
物
の
関
係
の
絶
対
不
可
逆
性
を
明 

確
に
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
保
持
し
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
私
の 

解
釈
で
言
え
ば「

霊
性
的
自
覚」

に
含
ま
れ
る
聖
霊
契
機
の
所
在
を
指 

摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
先
に
も
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
淹
沢
は
、
パ
ル
ト
の
問
題
点 

は
、
イ

ン

マ

ヌ

エ

ル
の
関
係
点
が
、
天
地
創
造
以
来
の
根
本
理
法
と
し 

て
厳
存
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
し
な
が
ら
、
そ
れ
を

「

あ
る
が
ま
ま」

に
認
め
る
と
い
う
点
で
、
西
田
哲
学
ほ
ど
徹
底
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。 

そ

し

て

イ

エ

ス

の
十
字
架
の
死
が
な
け
れ
ば
、
第
二
義
は
も
ち
ろ
ん
の



こ
と
、
第
一
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
も
成
立
し
な
い
よ
う
な
受
け
取
り
方 

は
、
バ
ル
ト
自
身
が
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
絶
対
主
義 

の
残
滓
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

そ

の
場
合
、
パ
ル
ト

と

滝沢
の
違
い
がど

こ

か

ら出
て
く

る
か
が
問 

題
で
あ

る

。私
の
解
釈
で
は
、
淹
沢
が
よ
く
引
用
す
る

「

イ

エ

ス

は

キ
 

リ

ス

ト

で

あ

る

。

」

と

い

う言
葉
の
繋
辞
契
機
の
捉
え
方
の
違
い
に
あ
 

る

と
思
う
。
こ

れ

を
一
言
で
言
え
ば
、
パ
ル
ト
がロ

ゴ

ス

•
キ

リ

ス

ト
 

論
的
思
考
の
色
彩
が
強
い
の
に
対
し
て
、
淹
沢
の
方
が
よ
り
聖
霊
論
的 

な

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

「

ヵ

ー

ル.

パ
ル

ト
研
究」

を

読

む

時

、

そ

の 

特
色
が
よ
くわ
か

る

。

確
か
に
淹
沢
が
言
う
よ
う
に

「

イ
エ
ス.

キ
リ
ス
ト」

と
言
う
と
き
、 

そ
の
間
が
の
っ
べ
ら
ぼ
う
に
繫
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り 

「

イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る

」

と
い
う
場
合
の「
で
あ
る」

は
、
絶 

対
無
相
の
真
実
主
体
で
あ
る
神
と
、
有
相
有
限
な
人
間
主
体
と
の
間
に
、 

や
は
り
不
可
分•
不
可
同.

不
可
逆
の
限
界
点
が
あ
る
こ
と
を
示
す
徴 

表
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
聖
書
の
言
葉
に
あ
て
は
め
て
言
え
ば

「

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
生
ま 

れ
る
前
か
ら
わ
た
し
は
い
る

」
(

ョ

ハ

ネ8.

59)

と
い
う
場
合
の
私
と
、 

「

な
ぜ
わ
た
し
を『

善
い』

と
言
う
の
か
、
神
お
ひ
と
り
の
ほ
か
に
は
、 

善
い
者
は
だ
れ
も
い
な
い
の
だ

」
(

マ
ル
コ
10.

19)

と
い
う
場
合
の
私 

は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
。

し
か
し
淹
沢
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
執
拗
に
パ
ト
ル
に
即
し
た
バ
ル
ト
批 

判
を
試
み
る
の
か
。
そ
の
秘
密
は
、
や
は
り

「

力
ー
ル.

バ
ル
ト
研
^J

の
中
の「

神
の
言
の
受
肉
に
於
け
る
聖
霊
の
役
割

」

か
ら
も
わ
か
る
よ 

う
に
、
ィ
エ
ス
を
導
く
聖
霊
の
役
割
の
強
調
に
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

淹
沢
に
は
霊
に
基
づ
く
聖
霊
論
的
思
考
が
よ
く
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
た 

が
、「

で
あ
る」

と
い
う
繫
辞
契
機
の
論
理
的
ほ
り
下
げ
が
な
か
っ
た 

た
め
、

つ
い
に「

純
粋
神
人
学」

の
体
系
的
展
開
に
は
至
ら
ず
、
こ
の 

貴
重
な
遺
産
を
後
代
に
託
し
た
と
言
え
る
。

V

三
位|

体
の
場
の
神
学

私
は
以
上
の
考
察
か
ら
、
西
田
哲
学
を
媒
介
と
し
た
日
本
の
神
学
の 

試
み
は
、
最
初
滝
沢
に
お
い
て
緒
に
つ
い
た
と
考
え
る
。
私
は
そ
の
足 

跡
に
学
び
な
が
ら
、
日
本
的
霊
性
を
背
景
と
す
る
西
田
哲
学
と
啓
示
宗
一 

教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
の
接
点
を
求
め
、
⑴
現
実
世
界
の
究

18 

極
的
場
で
あ
る「

絶
対
無
の
場
所」

を

r

三
位I

体
の
お
い
て
あ
る
場
一 

所」

と
し
て
と
ら
え
た
。
⑵
そ
し
て
第
一
一
に
内
在
的
超
越
の
方
向
か
ら 

の
神
の
呼
び
か
け
を
、

「

人
間
存
在
の
根
底
か
ら
働
き
か
け
る
聖
霊

」

と
解
し
、
期
せ
ず
し
て
日
本
的
聖
の
i

を
め
ざ
す
こ
と
に
な
っ 

た
。こ

の
暗
中
模
索
の
時
期
に
、
最
も
有
力
な
手
が
か
り
に
な
っ
た
の
は
、

鈴

木(

亨)

哲
学
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
西
田•
田
辺.

鈴
木
と
継
承 

展
開
さ
れ
て
き
た
日
本
近
代
哲
学
の
論
理
的
成
果
が
、
私

の

r

三
位
一 

体
の
場
の
神
学」

の
構
想
の
中
に
深
く
取
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
れ
に
よ
っ
て
私
の
思
索
は
次
第
に
生
動
化
し
て
き
た
と
い
え
る
。

そ

し

て

こ

う

し

た
発
想
に
よ

る
最
大
の
成
果
は
、キ
リ

ス

ト

教神
学



の
体
系
の
中
に
、
絶
対
無
の
場
所
の
思
想
を
導
入
し
え
た
こ
と
で
あ
り
、 

こ
れ
に
よ
っ
て
有
の
神
学
か
ら
無
の
神
学
へ
の
転
換
が
論
理
的
に
も
可 

能
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
鈴
木
哲
学
の
体
系
的
展
開
が
、 

淹
沢
克
己
の
ィ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
神
学
と
深
く
相
接
す
る
面
が
あ
る
と
同 

時
に
、
完
全
に
聖
霊
論
的
ァ
プ
ロ
ー
チ
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
私
の 

r

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

の
思
想
に
正
確
に
対
応
す
る
も
の 

が
あ
っ
て
、
あ
る
種
の
思
想
的
出
会
い
を
意
識
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

鈴
木
亨
の
代
表
作
で
あ
る

「

響
存
的
世
界」

や「

生
き
る
根
拠
を
求 

め
て」

を
み
る
と
、
彼
の
主
要
関
心
事
は
、
西
田
と
同
じ
く
、
あ
く
ま 

で
も
実
在
的
世
界
の
論
理
構
造
の
解
明
が
主
で
あ
っ
て
、
既
成
の
宗
教 

や
神
学
の
形
態
を
と
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
西
田
に
お
け
る
実
在
的
世 

界
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
構
造
は
、
鈴
木
の
場
合

「

存
在
者
逆
接 

空」

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
の

「

存
在
者
の 

存
在」

と
較
べ
て
も
、
は
る
か
に
正
確
な
論
理
規
定
を
も
っ
て
お
り
、 

存
在
者
と
空
の
関
係
は
、
淹
沢
と
同
じ
く
、
i

 (
体)
卩
空
、
不
一
、 

不
二
、
不
可
逆
の
四
契
機
を
内
に
含
む
も
の
を
さ
し
て
い
る
。

し
か
も
鈴
木
の
い
ぅ
存
在
者
と
は
、
⑴
自

然

⑵
生

命

⑶
精
神 

(

社
会)

を
含
み
、
実
存
自
然
史
的
に
展
開
す
る

。

そ

し

て要
す
る
に 

こ
こ
で
は
、
淹
沢
が
表
現
し
よ
ぅ
と
し
た
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と 

が
、
論
理
の
歴
史
存
在
論
的
構
造
の
展
開
と
し
て
企
図
さ
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。

元
来
実
存
の
根
本
構
造
が
、
主
語
、
述
語
、
繫
辞
の
生
け
る
判
断
で 

あ
る
と
い
う
の
は
、
西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
に
お
け
る
根
本
思
想
で あ

っ
た
。
従
っ
て
実
存
を
表
現
す
る
命
題
判
断
に
は
、
主
語
•
述
語
•

繫
辞
の
三
契
機
が
あ
り
、
実
体
は
単
に
主
語
と
し
て

r

即
目
的」

で
あ 

る
の
み
で
な
く
、
客
語
と
し
て
対
自
的
に
、
さ
ら
に
は
繫
辞
と
し
て
即 

自
即
対
自
的
に
、
自
覚
的
存
在
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の 

具
体
化
が
鈴
木
哲
学
に
お
い
て
は

「

実
存」

「

労
存」

「

響
存」

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
鈴
木
哲
学
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
私
の
開
拓
し
て
き
た 

r

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

の
思
想
は
、「

存
在
者
逆
接
空」

と 

い
わ
れ
る
場
合
の「

空」

に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(『

生
き
る 

根
拠
を
求
め
て

』

三一

書
房
、一

八
九
頁
参
照)

こ
う
し
て
私
の
場
合

「

空」

は
、
命
題
判
断
に
お
け
る
主
語
、
述
語
、

繫
辞
の
論
理
的
三
位
一
体
の
自
己
意
識
の
根
拠
と
し
て
の
空
で
あ
る
の

一 

み
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
真
理
で
あ
る

「

父
と
子
と
聖
霊」

の

19 

三
位
一
体
の「

場」

と
し
て
の
空
と
し
て
、
統
合
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
一 

と
に
な
っ
た
の
であ
る

。

こ
の
よ
う
な
消
息
を
、
鈴
木
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。 

r

物
質
と
生
物
と
人
類
と
は
も
と
も
と
存
在
者
逆
接
空
と
い
う
根
本
的 

理
法
の
下
に
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
い
え
ば
、
父
と
聖
霊
と
子
の
三 

位
一
体
を
こ
の
有
限
な
地
上
に
表
現
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
ま
た
述
語
的
段
階

(

物
質)

か
ら
主
語
的
段
階(

生
物)

を
へ
て
罾
豸
的
段
階
、さ
ら

に推
論
式
的
世
界(

入
類)

へ
と
展
開
せ 

ざ
る
を
得
な
い
と
と
も
に
、
空
の
大
悲
や
聖
霊
に
贈
ら
れ
て
人
類
の
精 

神
は
霊
性
的
段
階
に
ま
で
上
昇
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

」
(

同
、

三
一
一
六
頁)



一
般
に
日
本
的
霊
性
の
自
覚
の
論
理
と
し
て
の
西
田
哲
学
は
、
ア
リ 

ス
ト
テ
レ
ス
の「

主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い

」

主
語
的
•
実
体 

論
的
論
理
に
対
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
を
媒
介
と
し

「

述
語
と
な
っ
て
主
語 

と
な
ら
な
い
も
の

」

を
対
置
し
、
個
物
を
包
む
一
般
者
を
絶
対
無
に
ま 

で
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「

述
語
的
論
理
主
義

」

の
立
場
に
到
達
し 

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(『

一
般
者
の
自
覚
的
体
系

』

参
照)

し
か
し
そ
の
後
の
展
開
を
み
る
と

(『

全
集』

第
七
巻
、
哲
学
の
根
本
問 

題)

、
実
際
に
西
田
の
到
達
し
た
究
極
の
立
場
は
、
述
語
が
無
に
し
て 

主
語
を
限
定
す
る
も
の
と
し
て
、
主
語
と
述
語
の
矛
盾
的
自
己
同

1

と 

し
て
のr

繫
辞
的
世
界」

が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
西
田
の
思
索
の
誠
実
性
を
示
す
も
の
で
、
命
題 

判
断
の
三
一
性
を
認
め
つ
つ
、
自
ら
は
繫
辞
契
機
に
立
つ
哲
学
で
あ
る 

こ

と

を示
し
て
い
る
。そ

し

てこ
れ
が
、u

存
在
根
拠
を
探
求
す
る
ア 

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の
主
語
的
論
理
が
、
即
自
的
な

「

父」
に«

自
し
、
⑵ 

ロ

ゴ

ス根
拠
を
追
求
する

へ
ー
ゲ
ル

の
述
語
論
理
が「

子」
に
^
^
す 

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、西
田
の
開
拓
し
た
繫
辞
の
論
理
は
、ま
さ

し

く
 

聖
霊
契
機
に
あ
た
るも

の

とみ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鈴
木
亨
は
こ
れ
を 

歴
史
的
世
界
に
適
用
し

「

絶
対
主
語
即
述
語
と
し
の
繫
辞
的
世
界

」

と 

い

う
ふ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

私
は
以
上
の
よ
う
な
思
想
的
経
過
を
た
ど
っ
て
、
西
田
哲
学
を
媒
介 

と

す

る日
本
の
キ

リ

ス

ト

教神
学
の
形
態
は
、
三
位

|

体
の
場
の
神
学 

で
あ
り
、
日
本
的
霊
性
に
即
応
する
聖
霊
神
学
であ
る

と考
え
る
よ
う 

に
な
っ
た
。
こ
れ
が
私
の
到
達
し
た
立
脚
地
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
い か

な
る
客
観
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
は
、
批
判
な
し
に
あ
り
え
な
い
。 

こ
の
点
私
の
全
体
の
論
旨
を
ふ
ま
え
た
批
評
と
し
て
は
、
聖
書
学
者
の 

関
根
正
雄
氏
の
も
の
が
、
深
い
理
解
と
問
題
点
を
も
指
摘
さ
れ
て
い
て
、 

大
変
参
考
に
なっ
た

。

「

す
で
に
西
田
哲
学
に
お
い
て

『

永
遠
の
生
命
の
世
界
は
、キ
リ

ス

ト
 

教
的
表
現
を
以
て
す
れ
ば
、
そ
の
根
底
に
於
い
て
、
父
、
子
、
聖
霊
の 

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
三
位
一
体
の
世
界
で
あ
る
。

』

と
言
わ 

れ
る
。(『

全
集』

第
十
一
巻
、
三
三
三
頁

)

こ
れ
を
受
け
て
京
都
学
派
の 

哲
学
、
こ
と
に
鈴
木
哲
学
を
根
拠
と
し
て
新
た
に
三
位
一
体
論
、
聖
霊 

論
を
展
開
さ
れ
る
の
は
小
野
寺
功
氏
で
あ
る
。

西
田
哲
学
の
性
格
が
絶
対
無
の
場
所
を
中
心
と
し
、
観
的
、
永
遠
的
一 

で
あ
り(

中
村
雄
ニ
郎『

西
田
幾
多
郎』

一
九
八
三
年)

、
こ
れ
を
聖
霊
論
沈 

の
基
礎
に
置
く
こ
と
は
分
か
る
が
、
鈴
木
哲
学
の
場
合
に
は

『

過

程

的
一
 

場
の
弁
証
法』

を
唱
え
、
主
語
と
述
語
の
繫
辞
の
三
者
の
相
互
媒
介
を 

繫
辞
契
機
の
新
た
な
把
握
に
よ
っ
て
生
か
し
切
り
、
田
辺
哲
学
の
種
の 

論
理
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
何
よ
り
も
歴
史
や
自
然
を
具
体
的
に
把 

え
て
い
る
の
で
、
こ
の
哲
学
に
よ
っ
て
三
位
一
体
論
を
基
礎
づ
け
る
の 

は
正
し
い
が
、
聖
霊
論
に
収
斂
さ
せ
る
の
は
十
分
説
得
的
で
は
な
い
。 

こ
れ
は
小
野
寺
氏
の
見
解
に
対
す
る
私
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

」 

(『
聖
書
と
神
学
をめ
ぐ
っ
て』

「

聖
書
と
教
会」

一
九
八
七
•
ニ)

こ
の
関
根
氏
の
最
後
の
部
分
の
批
判
は
、
さ
す
が
に
鋭
い
指
摘
で
は 

あ
る
が
、
私
の
真
意
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
の
思
想
に
は
、
逆
対
応 

の
考
え
が
前
提
さ
れ
て
い
て
、
三
一
論
的
神
学
か
ら
離
れ
て
聖
霊
論
の



み
を
一
方
的
に
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で 

私
の
思
索
を
強
く
促
す
も
の
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
危
機
的
な

「

霊 

性」
忘
却
の
現
象
で
あ
り
、
よ
り
深
く
は
イ
エ
ス
が

「

別
の
助
け
主」

を
送
る
と
約
束
さ
れ
た
意
味
が
、
少
し
も
神
学
的
、
哲
学
的
に
掘
り
下 

げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
実
感
す
る
か
ら
で
あ
る
。

贝
結
語——

聖
霊
神
学
の
可
能
性——

最
後
に
こ
れ
ま
で
の
入
り
組
ん
だ
探
求
の
跡
を
整
理
し
て
み
る
と
、 

次
の
事
柄
が
私
の
主
張
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

⑴

キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
最
深
の
意
味
に
お
い
て

「

聖
霊
の
宗
教」 

で
あ
る
。

⑵

聖
霊
論
的
思
考
は
、
霊
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、 

霊
を
直
接
客
体
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
対
象
論
理 

を
越
え
た
、
い
わ
ゆ
る
西
田
哲
学
で
い
う
絶
対
無
の
場
所
的
論
理
、 

鈴
木
大
拙
の「

霊
性
的
自
覚」

の
論
理
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。 

そ
の
場
合「

信
仰
と
理
性」

の
図
式
を
越
え
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、 

ソ
ロ

ヴ
ィ

ヨ

フ
、
ベ
ル
ジ
ャエ
フ

な

ど

の
ソ
フ
ィ
ア

論
的
思
考
が
参 

考
に
な
る
。

⑶

西田の

言

う

絶
対
無
の
場
所
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
、
聖
霊
の 

遍
在
す
る
場
所
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の 

「

聖
霊」

と
仏
教
の「

仏
性」

は
、
相
互
に
深
く
響
き
あ
う
性
質
の 

も
の
に
思
わ
れ
る
。

4>

西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
聖
霊
論
的
思

考
の
論
理
化
で
あ
る
。

私
は
以
上
の
事
柄
を
西
田
哲
学
の
根
幹
を
形
成
す
る
㈧
純
粋
経
験
、 

(B
)

自
覚
、
(c
)
場
所
の
三
点
に
要
約
し
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(A
)

純
粋
経
験
と
聖
霊
罾
験

そ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
い
っ
て
、 

西
田
哲
学
の
根
幹
を
な
す
純
粋
経
験
は
、
聖
霊
経
験
と
ど
の
よ
う
に
通 

じ
あ
う
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
~
度
と
し
て
問
わ
れ
た 

こ
と
の
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
実
在
経
験
で
あ
る
限
り
、
ど 

こ
か
で
交
わ
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

西
田
は「

善
の
研
究」

の
序
文
に
お
い
て
、

「

純
粋
経
験
を
唯一

の 

実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い

」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て 

こ
の
場
合
重
要
な
こ
と
は
、
純
粋
経
験
は
実
在
経
験
だ
と
い
う
こ
と
で 

あ
り
、
{
ホ
教
論
も
純
粋
経
験
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
宗
教
と
は

「

神
と
人
と
の
関
係

」

で
あ
る
が
、
彼
は 

こ
れ
を
何
よ
り
も
神
の
根
源
的
統

一

力
と
、
自
己
の
意
識
の
統

一

力
の 

関
係
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
し
て

「

我
々
の
神
と
は
天
地
之
に
由
り
て 

位
し
万
物
之
に
由
り
て
育
す
る
宇
宙
の
内
面
的
統

一

力
で
な
け
れ
ば
な 

ら
ぬ
、
こ
の
外
に
神
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
な
い
。

」
(『

全
集J

第I

巻
、

1

七
六
頁)

と
い
う
。

そ
れ
で
こ
の
場
合
純
粋
経
験
は
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
は
神
と
等
し 

く

「

自
覚
的」

「
体
系
的」

で
あ
り
、
現
実
に
は
統

1

活
動
と
し
て
発
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現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「

我
々
の
意
識
は
神
の
意
識
の

一 

部
で
あ
っ
て
、そ
の

統
一
は
神
の
統
一
よ
り
来
る
の
で
あ
る
。

」
(

同
、

一
八I

賈)
し
た
が
っ
て
、
意
識
統
一
の
最
大
最
深
の
要
求
で
あ
る
宗 

教
的
要
求
は
、
す
べ
て
の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
ー
で
あ
る
も
の
と 

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
道
徳
の
根
本
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
極
致
で
あ
る 

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
考
え
は
、
ヵ
ー
ル

•
ラ
ー
ナ
ー
の
超
自
然
的
実
存
規
定
に
も
似 

て
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
道
徳
の
基
礎
に
宗
教
を
置
く
点
で
は
深
く
共
鳴
す 

る
が
、
た
だ「

善
の
研
究」

で
多
用
さ
れ
て
い
る

「

意
識」

と
か「

精 

神」

と
い
ぅ
言
葉
は
、
い
さ
さ
か
不
適
切
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

西
田
も
こ
れ
に
気
づ
い
て
、
神
が
宇
宙
の
統
一
力
で
あ
る
と
は
、
哲 

学
上
の
議
論
で
は
な
く

「

実
地
に
お
け
る
心
霊
経
験
の
事
実
で
あ
る
。

」 

(

同
、I

八
八
頁)

と
し
て
、
理
性
や
良
心
す
ら
神
の
統

一

作
用
の一

部 

と
し
、
心
霊
経
験
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
配
慮
も
み
せ
て
い
る
。
こ 

れ
が
最
終
の「

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

」

に
お
い
て
は
、r

宗 

教
は
心
霊
上
の
事
実
で
あ
る
。
哲
学
者
が
自
己
の
体
系
の
上
か
ら
宗
教 

を
捏
造
す
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
者
は
こ
の
心
霊
上
の
事
実
を
説
明
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
(『

全
集』

第
十
一
巻
、
三
七
一
頁

)

こ
の
よ
ぅ
に
考
え
る
な
ら
ば
、

「

善
の
研
究」

に
お
け
る
初
期
の
純 

粋
経
験
は
、
究
極
的
に

「

心
霊
上
の
事
実」

と
つ
な
が
り
、
そ
の
霊
性 

的
自
覚
の
論
理
は
、
聖
霊
神
学
に
深
く
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず 

で
あ
る
。
私

の「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

」

は
、
こ
の
着
眼
か
ら 

出
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
西
田
に
お
い
て
神
は

「

無
限
の
愛」

で
あ
り「

我
々
が
神 

を
知
る
の
は
唯
愛
ま
た
は
信
の
直
覚
に
由
り
て
知
り
得
る
の
で
あ
る

」 

(

同
、
ニ0

0
頁)

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
聖
霊
は
や
は
り
何
も
の
に 

も
ま
さ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
っ
て
、
信
仰
の
第
一
原
理
は
、
感
性
的
経 

験

(

関
心)

の
本
質
を
な
す「

愛」

と
い
う
現
実
で
あ
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
純
粋
経
験
に
お
け
る
主
客
未
分
の
事
実
は
、
い
ま 

だ
あ
や
め
も
わ
か
た
ぬ
無
邪
気
な
嬰
児
の
意
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
芸 

術
や
宗
教
の
達
人
の
経
験
す
る
心
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 

そ
う
す
る
と
私
共
が
最
初
あ
や
め
も
わ
か
た
ぬ
愛
を
経
験
す
る
の
は
授 

乳
の
時
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
能
的
に
自
明
で
あ
り
、
自
然
で
あ
る
。
し 

た
が
っ
て
こ
の
愛
の
体
験
は
意
識
に
先
立
っ
て
あ
り
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に 

先
立
つ「

父
母
未
生
以
前」

の
も
の
の
個
別
化
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ

う

し

た感
性
的
愛
のリ
ア

リ

テ

ィ

は

、
欲
望
以
上
の
も
の
を
含
畜 

し
て
お
り
、
母
へ
の
愛
情
は
、
次
に
父
親
、
兄
弟
姉
妹
、
友
人
そ
の
他 

人
生
に
お
い
て
出
会
う
関
係
の
深
い
人
々
を
通
し
て
、

一
層
拡
大
さ
れ
、 

深
く
自
覚
さ
れ
て
い
く
。
西
田
も
言
う
よ
う
に

「

元
来
愛
と
は
統
一
を 

求
む
る
の
情
で
あ
る
。
自
己
統
一
が
自
愛
で
あ
り
、
自
他
統
一
の
要
求 

が
他
愛
で
あ
る
。

」
(

同
、
一
八
五
頁

)

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
愛
と
聖
書
や
教
会
の
伝
統
的
経
験
に
照
ら
し
て 

み
る
時
、
西
田
の「

純
枠
経
験」

は
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
、
聖
霊
の 

働
き
と
考
え
る
の
が
、
最
も
妥
当
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。



(B
)

自
覚
と
聖
霊

そ
の
意
味
で
は
、ゥ

ィ

リ

ア

ム•
ジ
ヱ
ー
ム
ズ
か
ら
借
用
し
た

「

純 

粋
経
験」

と
い
う
用
語
が
、
西
田
の
言
わ
ん
と
す
る
も
の
を
、
十
分
言 

い
尽
す
も
の
で
は
な
か
った
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
彼
は「

善
の
研
究」

改
版
の
序
に
お
い
て
、
こ
の
書
の
意
識 

の
立
場
が
、
心
理
主
義
的
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
、 

フ
ィ
ヒ
テ
を
媒
介
に
し
て

「

自
覚」

の
立
場
へ
と
転
じ
、
こ
れ
を
乗
り 

越

え

よ

う

と試
み
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

「

自
覚」

の
問
題
は
、
キ
リ 

ス
ト
教
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
る
。
か
つ
て
西
田 

と
親
交
の
あ
っ
た
熊
野
義
孝
は
、

「
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教

」
(『

西 

田
全
集』

第
八
卷
付
録)

の
中
で
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

「

私
ど
も
の
眼
を
も
っ
て
今
後
キ
リ
ス
ト
教
神
学

(

特
に
日
本
の)

が 

西
田
哲
学
か
ら
学
ぶ
べ
き
、
是
非
と
も
熟
慮
す
べ
き
個
所
は
、
先
生
の 

自
覚
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
あ
る
意
味
で
平
凡
な
語
が
、
西
田
哲
学
に 

お
い
て
あ
の
よ
う
に
深
刻
に
、
多
彩
に
、
ま
た
豊
富
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら 

れ
た
こ
と
か
ら
、
私
ど
も
は
実
に
多
く
の
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。」 

こ
の
点
は
、
聖
霊
の
働
き
が
そ
の
根
本
に
お
い
て

「

自
覚」
に
あ
る 

と
考
え
る
私
に
と
っ
て
、と
り
わ
け
大
き
な
関
心
事
であ
る
。
自
覚
と 

は
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

「

自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る

」 

こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
西
田
も
強
調
す
る
よ
う
に 

「

自
覚
は
自
己
が
自
己
を
越
え
て
他
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
起 

こ
る
の
で
あ

る

。

」
(『

全
集』

第
十|

巻
、
三
七
八
頁)

そ
の
場
合
の
自
覚 

を
促
す
内
在
的
超
越
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
こ
そ
聖
霊
の
働
き
で
あ
る
。

西
田
の
晩
年
に
近
い

「

自
覚
に
つ
い
て」

と
い
う
論
文
を
見
る
と
、 

自
覚
的
実
在
は「

意
識
的
自
己」

と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
意
識
的 

自
己
は「

矛
盾
的
自
己
同
一
的
自
覚
の
抽
象
的
形
式

」
(『

全
集』

第
十 

巻
、
四
七
六
頁

)

に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
相
反
す
る
両
方 

向
の
自
己
同
一
が「

自
覚」

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

う

し

て西
田
は
デ
ヵ
ル
ト
の
近
代
的
自
我
の
自
覚
や
、
ヵ
ン
ト
の 

意
識
一
般
の
立
場
を
乗
り
越
え
て
、

「

世
界」

か
ら
自
己
を
考
え
る 

「

絶
対
的
客
観
主
義

」

の
立
場
に
到
達
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ

し

て

こ

れ

は
同
時
に
、
歴
史
的
世
界
の
実
在
の
論
理
と
し
て
、
絶
対 

無
即
絶
対
有
の
絶
対
論
理
主
義
の
立
場
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

(『

I

』 

第
十
巻
、
五o

四
頁
以
下
参
照

)

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
聖
霊
の
働
き
の
場
の 

論
理
性
と
い
え
る
。

こ
れ
を
敢
え
て
聖
霊
神
学
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
と
、
本
来
へ
ブ
ラ 

ィ
語
で
言
う
場
合
のpd
u
a

hは
ギ
リ
シ
ア
語
で

P
n
e
u
m
a

と
訳
さ
れ
、 

霊
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
神
の
息
吹
と
か
風
と
か
、 

よ
り
多
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
れ
は
、
始
源
的
な
存
在
の
根
源
に
働 

く
神
の
創
造
の
エ
ネ
ル
ゲ
ィ
ァ
で
あ
っ
て
、
深
層
か
ら
の
歴

i
g
自
員 

を
促
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
歴
史
の
根
源
は
私
た
ち
の
存
在
の 

根
源
で
あ
る
か
ら
、ま

さ

し

く

「

作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ

」 

な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
超SI

S

に
内
在
す
る
神
か
ら
溢
れ
る
デユ
ナ
ミ
ス(d

y
n
a
m
i
s
)

 

と
し
て
湧
出
し
て
く
る
も
の
こ
そ
、
ィ
ヱ
ス
が

「

ア
ッ
パ
•
父
よ」

と 

呼
ぶ
プ
ネ
ゥ
マ
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
子
で

あ

る

こ
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と

を

自

覚

し

、

そ

れ

を

通

し

て

ロ

ゴ

ス

化

さ

れ

、

神

化

(theosis
)

さ 

れ

、

神
•
人
性
が
実

現

し

て

い

く

こ

と

に
な
る
。
そ

し

て

こ

れ

こ

そ
西 

田
が「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

」

の
末
尾
に
お

い

て「

新
し
い 

キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
は
、
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
開
か
れ 

る
か
も

し

れな
い
。

」
(『

全
集』

第
十
巻
、
四
六
ニ
頁

)

と
予
感
し
た
こ 

と
の
意
味
で
あ
る
。

西
田
の
こ
の
路
線
は
、
意
外
な
こ
と
に
田
辺
元
に
も
受
け
継
が
れ
て 

い
て
、「

キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証

」
に
お
い
て
は
一
層
推
進
さ
れ
た
形
で 

表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

「

霊
な
る
神
を
自
己
の
根
源
と
し
て
自
覚 

す
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
外
な
ら
な
い
。

」
(

ニ
六
—
一
頁)

と
か
、 

「

愛
の
霊
性
に
於
て
人
間
は
、
キ
リ
ス
ト
の
媒
介
に
よ
り
神
の
霊
性
に 

参
与
し
神
学
に
ま
で
昂
げ
ら
れ
る
。

」
(

同
、
ニ
六
ニ
頁

)

と
い
ぅ
言
葉 

は
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
霊
論
的
理
解
に
接
近
し
た
解
釈
で
あ 

るoま
た
田
辺
自
身
は
、
こ
の
著
作
の
中
で
、
歴
史
の
原
動
力
が
聖
霊
の 

実
在
性
に
よ

る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
自
ら
を
も

「

不
断
に
な
り
つ
つ 

あ

る

キ

リ

ス

ト
者」
(ein 

werdender 

Christ)

と
考
え
た
時
期
が 

あ
っ
た
。
こ

の
呼
び
か
け
は
、
当
時
のキ
リ

ス

ト

教界
か
ら
黙
殺
さ
れ
、 

中
途
で
終
わ
っ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
今
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
聖
霊 

神
学
に
向
け
て
一
歩
を
画
し
た
先
駆
的
試
み
で
あ
っ
た
と
思
ぅ
。

(c
)

場
所
と
プ
ロ

セ

ス

以
上
に
よ
っ
て
私
は
、
聖
霊
神
学
の
確
立
に
と
っ
て
、
西
田
哲
学
の 場

所
的
論
理
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
理
由
が
、
ほ
ぼ
提
示
で
き
た
か
と
思 

う
。
そ
し
て
ま
た|

方
で
は
、
場
所
的
論
理
を
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
導 

入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
歴
史
哲
学
的
な
ダ
ィ
ナ
ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て 

く
る
こ
と
を
今
後
に
期
待
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
三 

位
一
体
の
場
の
神
学
の
必
然
的
な
道
行
き
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
こ
の
よ
う
な
課
題
意
識
か
ら
、
改
め
て
西
田
の
思
索
の
最
高
峰 

と
も
い
う
べ
き「

一
般
者
の
自
覚
的
体
系

」

か
ら「

無
の
良
！

を
見
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
明
確
に

「

自
覚
の
現
象
学」

が
あ
る
種
の 

「

生
成
の
論
理」

と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

西
田
は
自
ら
の
体
系
的
基
礎
を
見
出
し
た

「

場
所」

の
論
文
に
お
い 

て
、
⑴
有
の
場
所
、
⑵
相
対
無
の
場
所
、
⑶
絶
対
無
の
場
所
の
三
つ
を

一 

区
別
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
をさ
ら

に綿
密
に
整
備
し
た
も
の
が

「
1

般

24 

者
の
自
覚
的
体
系

」

で
あ
る
。
 

一
 

そ
こ
で
は
、
⑴
自
然
を
対
象
界
と
す
る
判
断
的

1

般
者
か
ら
、
⑵
自 

覚
的
一
般
者
へ
、さ
ら

にそ
こ
か
ら
、
⑶
英
知
的

1

般
者
へ
と
自
覚
が 

深
め
ら
れ
、
⑷
最
後
に
無
の
一
般
者
へ
と

「

内
在
的
超
越
的」

に
た
ど 

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。し

か

しこ
れ
は
一
方「

無
の
自
覚
的
限
定

」 

と

い

う

よ

う

に

「

超
越
的
内
在
的」

に
た
ど
る
こ
と
も
でき
る

。

し

か

し

そ

の

い
ず
れ
の
場
合
も
、
西
田
の
自
覚
的
体
系
は
、
絶
対
無 

の1
般

者(

場
所)

が

「

そ

こ

か

ら

そ

こ

へ

」

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

に
 

よ
っ
て
、
は

じ

め

て聖
霊
神
学
の学

と

し

て

の可
能
性
が
打
開
さ
れ
て 

き

た

と

い

え

る

。

そ

こ

に

西
田
の
絶
対
無
の
場
所
の
重
大
な
意
義
が
あ
 

る

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。



そ
し
て
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位

一

体
論
の
新
た
な
る
論
理
的
理 

解
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
西
田
は
三
位
一
体
論 

に
深
い
理
解
を
持
ち
そ
れ
に
言
及
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
と
無
の
場
所 

と
の
論
理
的
位
置
づ
け
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
故
に

「

キ
リ 

ス
ト
教
的
立
場
か
ら
は
、
東
溝
無
の
立
場
に
到
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

」 

(『

全
集』

第
十
巻
、
四
七
四
頁

)

と
い
っ
た
断
言
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で 

あ
る
。
し
か
し
私
は
早
く
か
ら
、
三

位

1

体
論
に
お
け
る1

体
性
は 

「

絶
対
無」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
ま 

た
有
の
世
界
の
み
で
な
く
、
無
の
解
釈
学
の
問
題
を
含
め
て
、
こ
う
し 

た
問
題
を
聖
書
学
的
、
神
学
的
、
哲
学
的
に
解
明
し
、
ま
た
生
か
し
て 

い
く
こ
と
は
、
東
西
宗
教
の
交
流
に
と
っ
て
真
に
実
り
多
い
豊
か
な
課 

題
で
あ

る

と思
わ
れ
る
。

以
上
、
聖
霊
問
題
が
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
核
心
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、 

次
に
三
位一

体
論
の
再
解
釈
の
問
題
に
及
び
た
い
。

〇
レ
ス
ポ
ン
ス
ー

小
野
寺
功
氏「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ」

に
つ
い
て

小
坂
国
継

日
本
大
学
の
小
坂
で
ご
ざ
い
ま
す
。
学
会
事
務
局
か
ら
送
ら
れ
て
ま 

い
り
ま
し
た
小
野
寺
功
先
生
の

「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

」

と
題 

す
る
発
表
要
旨
を
も
と
に
し
て
、
い
く
つ
か
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き 

ま
す
が
、
そ
の
際
、
先
生
が
以
前
に
お
書
き
に
な
っ
た
同
名
の
論
文 

「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

」
( 『

根
源
へ
の
道』

清
泉
女
子
大
学
人
文
科 

学
研
究
所
、
所
収

)

と

「

場
所
的
論
理
と
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観

」
(『

犬
一 

地
の
神
学——

聖
霊
論』

、
新
地
書
房
、
所
収

)

に
も
、
若
干
触
れ
る
こ
と25 

を
お
許
し
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
論
文
は
重
点
の
置
き

一
 

方
や
論
旨
の
精
粗
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
内
容
的
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り 

ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
質
問
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
思
い 

ま
すoこ

れ
か
ら
の
質
問
の
都
合
上
、
最
初
に
、
先
生
の
御
発
表
の
内
容
を 

簡
単
に
お
さ
ら
い
を
し
て
お
く
の
が
好
都
合
か
と
思
い
ま
す
。

ま

ず「

序
論」

の
部
分
で
は
、
先
生
は
御
自
分
の
問
題
意
識
と
し
て
、 

①

r
日
本
に
お
け
る
一
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
自
己
意
識
の
確
立

」

と
、
②
西
田
幾
多
郎
や
田
辺
元
等
の
日
本
的
霊
性
の
自
覚
の
論
理
を
媒



介
と
し

た「

ヵ

ト

リ

ッ

ク神
学
の
日
本
的展
開」

を

あ
げ
て
お
ら
れ
ま 

す
。
前
者
は
一
キ
リ
ス
ト
教
徒と

し

て

の問
題
意
識
で

あ

り

、後
者
は 

一
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
と
し
て
の
問
題
意
識
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
と 

思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
先
生
が
こ
の
よ
う
な
ご
自
身
の
問
題
意
識
に
も 

と
づ
い
て
思
索
と
体
験
を
重
ね
た
末
に
到
達
し
た
の
が

「

聖
霊
神
学」 

で
あ
り
、
そ
れ
はI
言
で
い
え
ば
、
西
田
哲
学
の
い
わ
ゆ
る

「

場
所
の 

論
理」

を
媒
介
と
し
て
、

「
内
在
的
超
越」

的
方
向
に
神
を
見
い
だ
そ 

う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り 

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
よ
っ
て
仏
教
と
の 

「

本
格
的
出
会
い」

が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
御
自
身
の 

抱
負
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

「

本
論」

の
第
一
節「

私
の
三
つ
の
精
神
課
題

」

で
は
、
先
生
が
西 

田
哲
学
に
傾
倒
し
、
聖
霊
神
学
へ
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
動
機
と 

し
て
、

沢
賢
治
の
作
品
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
岩
手
の
特
異 

な
風
土
の
体
験
と
御
自
身
の
ァ
ニ
ミ
ズ
ム
的
体
質
、
②
終
戦
後
の
劇
的 

な
価
値
観
の
転
換
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
体
験
、
③
福
音
の
種
子
を
日
本
に
根 

づ
か
せ
る
た
め
の
大
地
、
大
地
的
霊
性
と
し
て
の
、
鈴

^K

拙
の
い
う 

日
本
的
霊
性
と
、
そ
の
自
覚
の
論
理
と
し
て
の
西
田
哲
学
が
あ
げ
ら
れ
、 

西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
が
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
で
は
聖
霊
論
的
思
考 

の
論
理
に
対
応
す
る
こ
と
がS
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
述
べ 

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
先
生
の
思
索
の
遍
歴
と
、
聖
霊
神
学
へ
の
こ
だ
わ 

り
の
理
由
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ 

で
す
。

第
一
一
節「

西
田
哲
学
と
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学

」

で
は
、
先
生
の
聖 

霊
神
学
へ
の
取
り
く
み
が
戦
後
の
特
に
第
一
一
バ
チ
カ
ン
公
会
議

(
I

九 

六
ニ
I1

九
六
五)

以
後
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
側
の
ア
ジ
ョ

ル 

ナ
メ
ン
卜(a

g
g
i
o
r
n
a
m
e
n
t
o

現
代
化)

の
運
動
に
呼
^
す
る
も
の
で 

あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
ま
た
第
一
一
パ
チ
カ
ン
公
会
議
の
顧
問
神
学
者
で 

あ
り
、
現
代
の
代
表
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
で
あ
る
力
ー
ル

•

ラ
ー 

ナ
ー
の
思
想
が
西
田
の
の
思
想
と
触
れ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
、
 

と
く
に
人
間
が
神
に
至
る
道
が
西
田
の
い
う

「

内
在
的
超
越」

の
方
向 

に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が*S

さ
れ
、
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
が 

次
第
に「

内
在
説
と
存
在
の
全

I

性」

に
注
目
す
る

よ

うに
な
っ
て
き
 

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
C
実
際
、
私
自
身
もラ
ー

ナI

一
 

の「

神
の
自
己
譲
渡」

(selbstmiueilung 

G
O
U
S
)

の
思
想
は
西
26 

田

の「

絶
対
無
の
自
覚
的
限
定

」

や「

逆
対
応」

の
思
想
と
触
れ
合
う一

 

と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
印
も
つ
て
お
り
ま
す
。

第
三
節「

聖
霊
論
的
思
考
と
震
的
；J

で
は
、
聖
霊
とィ

ェ

ス• 

キ

リ

ス

卜

と

の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、

r

新
約
聖
害j

に
お
い
て
は
ィ
ェ 

ス
は
©a#

霊
の
担
い
手
で
あ
る
と
と
も
に
、
②®

i

霊
の
送
り
手
で
も
あ 

る一

一
重
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ 

て
お
り
ま
す
。ま
た

、

ィ

ェ

ス

•

キ

リ

ス

ト

と

聖

霊

(

ブ
ネ
ゥ
マ)

と 

の
関
係
が
釈
迦
と
仏
性

(

ダ
ン
マ)

と
の
関
係
に
対
応
し
て
い
る
こ
と 

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
聖
M
論
的
思
考
に
お 

い
て
は「

思
索
す
る
者
の
主
体

」

と

「

聖
霊
と
い
う
主
体

」

が
即
非
の 

関
係
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て

「

聖
霊
に
対
す
る
信
仰
の
道

」

は「

同
時



に
霊
性
的
自
覚
へ
の
道

」

と
な
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
聖 

霊
論
は
、
従
来
の
よ
う
な

「

信
仰
と
理
性」

と
い
う
図
式
で
はそ
の

真 

相
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

「

霊
性
的
自
覚」

が
加 

わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
の
点
で
西
田
の
場
所
の
論
理
が 

聖
霊
論
的
思
考
に
寄
与
し
う
る
と
い
う
趣
旨
だ
と
、
私
は
受
取
り
ま
し 

た
。第

四
節「

聖
霊
神
学
の
道」

で
は
、
曰
本
に
お
け
る
聖
霊
論
的
思
考 

の
足
跡
を
、
遠
藤
周
作
の
小
説
、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
井
上
洋
治
神
父
、
プ 

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
小
田
垣
雅
也
の
思
想
に
迪
り
、
ま
た

「

西
田
哲
学
か 

ら
聖
霊
神
学
へ」

と
い
う
問
題
意
識
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
最
も
重
要 

な
思
想
家
と
し
て
淹
沢
克
己
の
名
前
を
あ
げ
、
そ
の

「

ィ
ン
マ
ヌ
エ
ル

」 

の
思
想
を
概
述
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
滝
沢
の
思
想
は
周
知
の
こ
と
と
思 

い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
が
、
彼
の
パ
ル
ト
神
学
と 

西
田
哲
学
に
対
す
る
評
価
と
批
判
が
、

(

小
野
寺
氏
の)

聖
霊
論
的
思
考 

の
有
力
な
触
媒
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
告
白
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

第
五
節「

三
位
一
体
の
場
の
神
学

」

で
は
、
聖
霊
神
学
の

1
1

つ
の
前 

提
と
し
て
、
①
現
実
世
界
の
究
極
的
場
で
あ
る

「

絶
対
無
の
場
所」

を 
「

三
位
一
体
の
於
て
あ
る
場
所

」

と
し
て
と

ら

え

る

こ

と

。
②

「
内
在 

的
超
越」

的
方
向
か
ら
の
神
の
呼
び
か
け
を

「

人
間
存
在
の
根
底
か
ら 

働
き
か
け
る
聖
霊

」

と

理
解
す
る
こ

と

が掲
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て 

「

日
本
型」

聖
霊
神
学(

と

ぃ

う

ょ

り

も
小
野
寺
神
学)

の
方
向
づ
け
が 

一
応
完
了
し
たこ
と

が語
ら
れ
て
お

り

ま

す

。そ
し
て
、
こ

の

よ

う

な
 

聖
霊
神
学
の
形
成
に
お
い
て
、
先
生
が
滝
沢
克
己
と
と
も
に
大
き
な
影 響

を
受
け
た
鈴
木
亨
の

「

存
在
者
逆
接
空」

の
思
想
が
解
説
さ
れ
、
鈴 

木
の
い

う
空
が
先
生
の「

三
位
一
体
の
於
てあ
る
場
所」

と
し
て
の
空 

と
符
合
す
る

こ

と

が語
ら
れ
て
お

り

ま

す

。

ま

た

、

こ

の節
の
末
尾
で
は
、
先
生
の
主
唱
する
聖
霊
神
学
に
対
す 

る
関
根
正
雄
の
批
評
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
関
根
氏
の
批 

評
に
対
し
て
、
先
生
は
、

「

自
分
の
思
想
に
は
西
田
の
逆
対
応
の
考
え 

が
前
提
さ
れ
て
い
て
、
三

I

論
的
神
学
か
ら
離
れ
て
聖
霊
論
の
み
を

一 

方
的
に
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
いこ
と

、

た

だ自
分
の
思
索
を
強
く
促 

す
も
の
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
危
機
的
な

『

霊
性』

忘
却
の
現
象
で 

あ
り
、
よ
り
深
く
はイ

エ

ス

が

『

別
の
助
け
主』

を
送
る
と
約
束
さ
れ 

た
意
味
が
、
少
し
も
神
学
的
、
哲
学
的
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い

こ

一
 

と

を
実
感
す
る

か

ら

で

あ

る

」

と
語
っ
て
お

ら

れ

るが
、
こ

こ

の

と

こ27 

ろ
に
先
生
の
問
題
意
識
な
い
し
思
索
の
動
機
が
有
体
に
表
現
さ
れ
て
い

一
 

る
、
と

い

う印
象
を
私
はも

ち

ま

し

た

。

第
六
節「

結
語——

聖
霊
神
学
の
可
能
性

」

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
論 

旨
を
整
理
し
て
、
次
の
四
ヵ
条
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

①
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
究
極
的
な
意
味
に
お
い
て
は

「

聖
霊
の
宗
教」 

で
あ
る
。

②
聖
霊
は
客
体
化
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
聖
霊
的
思
考
は
、
対
象
論
理 

を
超
え
た
西
田
の
場
所
の
論
理
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て 

そ
の
場
合
、
信
仰
と
理
性
と
い
う
図
式
を
超
え
た
霊
性
的
自
覚
が
要
求 

さ

れ

る

。ま
た
、
こ

の

よ

う

な聖
霊
的
思
考
に
よ
っ
て
、ソ
ロ
ヴ
イ
ヨ 

フ
等

の

ソ
フ
イ
ア
論
的
思
考
が
参
考
に
な
る
。



③
西
田
の
い
う「

絶
対
無
の
場
所」

は
キ

リ

ス

ト

教的
に
は
、「

聖
霊 

の
遍
在
す
る
場
所」

と

解
さ
れ
る

べ

き

で

あ

る

。

そ

し

て

キ

リ

ス

ト

教
 

の「

聖
霊」

と
仏
教
の「

仏
性」

は
相
互
に
響
和
し
あ
う
。

④
西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
、
聖
霊
的
思
考 

の
論
理
化
で
あ
る
。

そ
し
て
以
上
の
事
柄
を
西
田
哲
学
に
お
け
る
三
つ
の
主
要
概
念
で
あ 

る「

純
粋
経
験」

と

「
自
覚」

と

「

場
所」

の
中
に
再
確
認
し
て
、
本 

論
を
締
め
く
く
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

以
上
が「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学

」

へ
の
梗
概
で
あ
り
ま
す
。
論 

旨
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
り
、
ま
た
他
の
論
文
と
の
間
の
齟
齬
や
矛
盾 

は
ま
っ
た

く

とい
つ
て
い
い
ほ
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。こ

の
こ
と
は
、
西 

田
哲
学
と
聖
霊
神
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
御
自
身
の
見
解
が
、
も
う 

確
固
不
動
の
も
の
と
なっ
て

い

る

こ

と

、

ま

た

御
自
身
の
聖
霊
神
学
の 

立
場
か
ら
の
西
田
哲
学
の®
^
と
®

づ
け
が
自
籠
中
の
物
に
な
っ
 

て

い

る

こ

と

を
窺
わ
せ
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
論
文
で
は
そ
の
性
質
上
、 

聖
霊
神
学
の
方
向
づ
け
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
内 

容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
次
に
質
問
の
方
に
移
り
ま
す
。

私
は
西
田
哲
学
に
つ
い
て
は
多
少
、
勉
強
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
キ 

リ
ス
ト
教
や
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
つ
い
て
は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
り
、 断

片
的
な
知
識
し
か
も
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
質
問
は
的
が
外 

れ
て
い
た
り
、
ト
ン
チ
ン
カ
ン
で
あ
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、 

そ
の
点
は
御
勘
弁
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
質
問
は
西
田
の
場
所
の
論
理
と
聖 

霊
神
学
と
の
関
係
に
し
ぼ
っ
て
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
い
く 

つ
か
細
か
い
点
に
つ
い
て
質
問
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は 

後
に
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
伺
い
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
野
寺
先
生
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
日
本
的
展
開
は
日
本
的
霊
性
の 

自
覚
の
論
理
で
あ
る
西
田
哲
学
の
場
所
の
論
理
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め 

て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
御
考
え
か
ら
、
西
田
の

「

場
所 

的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観

」

の
な
か
に
出
て
く
る

「

新
し
い
キ
リ
ス
ト
一 

教
的
世
界
は
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
か
も
知
れ

28 

な
い」

と
い
う
言
葉
に
示
唆
を
得
て
、
聖
霊
神
学
な
い
し
は
三
一
論
的

一
 

神
学
の
確
立
に
努
力
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
先
生
の
御
論
文
の
中
に
た 

び
た
び「

絶
対
無
の
場
所」

は

「

聖
霊
の
遍
在(

遍
満)

す
る
場
所」 

で
あ
る
と
い
う
表
現
と
、
同
じ
く

「

絶
対
無
の
場
所」

は「

三
位
一
体 

の
於
て
あ
る
場
所

」

で
あ
る
と
い
う
表
現
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の「

聖
霊
の
遍
在
す
る
場
所

」

と

「

三
位
一
体
の
於
て 

あ
る
場
所」

の
関
係
な
い
し
異
同
に
つ
い
て
御
教
示
願
い
た
い
。

西
田
の
い
う「

場
所」

は
限
り
な
く
開
か
れ
た
と
い
う
か
、
無
限
な 

奥
行
き
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
 

ロ
に「

場
所」

と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
広
狭
•
深
浅
の
種
々
の
段
階 

が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
果
て
し
な
い
広
さ
と
底
の
な
い
深
さ
を



も
っ
た
も
の
で
あ
り
、

一
種
の
極
限
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
西
田
は 

「
絶
対
無
の
場
所」

と
い
う
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、

「

聖
霊
の
遍
在
す 

る
場
所」

と

r

三
位
一
体
の
於
て
あ
る
場
所

」

と
の
関
係
を
考
え
た
場 

合
、
は
た
し
て

①
両
者
は
同
じ
場
所
を
指
す
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
も
し
同 

じ
場
所
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
異
な
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る 

の
か
。
ま
た
同
じ
場
所
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
。

素
人
考
え
で
い
え
ば
、

「
聖
霊
の
遍
在
す
る
場
所

」

と

「

三
位
一
体 

の
於
て
あ

る
場
所」

と
の
関
係
は
、
あ
た
か
も
マ
ル
ク
ス
主
義
で
い
う 

「

史
的
唯
物
論」

と

「

弁
証
法
的
唯
物
論

」

と
の
関
係
の
よ
う
な
も
の 

で
あ
っ
て
、
前
者
は
後
者
の
一
つ
の

(
し
か
し
な
が
ら
最
も
重
要
な

)

構 

成
要
素
な
い
し
は
一
応
用
形
態
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ 

う
に
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
か
否
か
。

あ
る
い
は
、
質
問
の
仕
方
を
変
え
て
い
え
ば
、
そ
れ
ら
は
た
だ
観
点 

の
相
違
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
一
方
が
よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
考
え 

ら

れ
る
の
か
。(

私
は
キ

リ

ス

ト

教神
学
に
は
門
外
漢
な
の
で
、ど
う

し

て

も
 

質
問
が
論
理
的
整
合
性
と
い
う
方
向
に
傾
く
こ

と

をご
容
赦
願
い
た
い

)

②

「

聖
霊
の
遍
在
す
る
場
所

」

は
自
己
の
根
底
に
、
し
た
が
っ
て 

「

内
在
的
超
越」

の
方
向
に
考
え
ら
れ
る
と
思
う
が
、

「

三
位
一
体
の
於 

て
あ
る
場
所」

は

「

内
在
的
超
越」

の
方
向
と「

超
越
的
内
在」

の
方 

向
と
が
何
ら
か
の
形
で
結
び
あ
う
よ
う
な
方
向
で
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ 

>
っ
0

そ
の
場
合
、
た
し
か
に
先
生
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
両
方
向
が 結

び
合
う
と
き
、
信
仰
の
論
理
と
自
覚
の
論
理
、
キ
リ
ス
ト
教
的
三
位 

1

体
の
啓
示
の
論
理
と
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一

と
い
う
自
覚
の 

論
理
が
結
び
合
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
両
方
向
の
結
び
あ
い
は
、 

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

1 

種
の
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西
田
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
内
在
的
超
越
の
方
向
で
の
総
合
を
考
え 

て

い

る

。

そ

し

て

こ

の

方
向
で
の
総
合
が
可
能
な
の
は
、
西
田
が
究
極 

的
な
場
所
を「

絶
対
無」

と
考

え

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

は

文
字 

通

り「

自
ら
無
に
し
て
一
切
の
も
の
を
包
摂
す
る

も
の
で
あ
る」

。
ま 

た

、

こ

こ

か

ら
西
田
の
キ

リ

ス

ト

教批
判
、
す
な
わ
ち「

対
象
的
に
超 

越
的
宗
教」

で
あ
る
と
か「

君
主
的
神
の
宗
教

」

で
あ
る
と
か
い
っ
た
一 

批
判
が
出
て
く
る
のだ

と
思
う
。
こ
の
点
で
、
先
生
の
お
考
え
は
ど
う
四 

か
。
西
田

と

同

じ方
向
で「

三
位
一
体
の
於
て
あ
る
場
所

」

を

考

え

よ
一
 

う

と

し

て

お

ら

れ

る

の
か
。
も

し

そ

う

だ

と

し

た

ら

、

そ

れ

は

キ

リ

ス
 

ト
教
神
学
の
世
界
で
正
式
に
市
民
権
を
得
ら
れ
る
の
か
否
か
。

そ

の
辺 

の

と

こ

ろ

を

、

キ

リ

ス

ト

教

神
学
の
現
状
を踏

ま

え

て御
教
示
願
い
た

\ 
o

I
V

③
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
先
生
の
提
唱
さ
れ
る
日
本
的
な

「

聖
霊 

神
学」

と
伝
統
的
なr

三
一
論
的
神
学」

の
関
係
と
異
同
に
つ
い
て
ご 

教
示
願
い
た
い
。

そ

れ

は御
自
身
の
い

わ

れ

る日
本
的
霊
性
的
自
覚
に
も
と
づ
い
た 

「

聖
霊
神
学」

を
も
と
に
し
て
、
従
来
の

「

三
一
論
的
神
学」

を
構
築 

し

な

お

す

と

い

う
意
味
な
の
か
。そ
れ

と

も従
来
の「

三ニ
1
£
#
学
」



は
御
自
身
の
い
わ
れ
る

「

聖
霊
神
学」

に
発
展
的
に
解
消
さ
れ
る
と
い 

う
意
味
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
控
え
目
に
、
御
自
身
の
聖
霊
神 

学
は
三
一
論
的
神
学
と
矛
盾
.

対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
前
者
は
後 

者
の
日
本
的
大
地
性
に
即
し
た
発
現
形
態
で
あ
る
と
い
う
意
味
な

の

か

。
 

私
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
疎
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
教
え
を
乞
い 

た
ぃ
。

④

「

三
位
一
体」

の
観
念
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。
三
位
一
体
の 

教
義
の
解
釈
に
は
な
か
な
か
難
し
い
要
素
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

こ

の
三 

位I

体
の
神
と
絶
対
無
の
場
所
と
の
関
係
に
つ
い
て
先
生
の
お
考
え
を 

伺
い
た
い
。
先
生
は

「

父
な
る
神」

「
子
な
る
キ

リ

ス

ト

」

を

媒
介
す 

る

も

の

と

し

て

「

聖
霊」

を
考
え
、
か
よ
う
な
聖
霊
の
遍
在
す
る
場
が 

西
田
の
い
う
絶
対
無
の
場
所
に
あ
た
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か

(

ェ
ッ 

ク
ハ

ル

ト.「

聖
霊
に
お
い
て
父
を
愛
す
る
子

」)

。
そ
れ
と
も
父
と
子
と
聖 

霊
の
根
底
に
そ
れ
ら
を
包
む
絶
対
無
の
場
所
を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
。 

も

し
そ
れ
を
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

の

い

う

「

神
性」

s
o
t
t
h
e
l
t
)

と

し

て
 

三
位
一
体
の
神
の
根
底
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
位

一
体
で
は 

な
く
四
位
一
体
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
神
性
と
三
位

|
体 

の
神
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
か
。
先
生
は
、
西
田
は

こ

の
点 

に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
答
え
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
で
は
先 

生
自
身
の
お
考
え
は
ど
う
か
。

先
生
は「

場
所
的
論
理
と
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観

」

の
中
で
、
ア
ゥ 

ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の『

三
位
一
体
論』

に
出
て
く
る「

関
係
実
体」 

(substantia 

relationis)

の
観
念
に
触
れ
な
が
ら
、

「

三
つ
の
。へ
ル

ソ
ナ
に
お
い
て|

つ
の
実
体
で
あ
る
三
位
一
体
の
神
に
お
い
て
は
、
実 

体
は
関
係
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

一
つ
の
神
が
三
つ
の
形 

態
で
あ

ら

わ

れる
の
で
も
な
く
、
ま
た
三
つ
の
神
が
あ
る
の
で
も
な
く
、 

ま
し
て
三
つ
の
ぺ
ル
ソ
ナ
と
は
別
に
も
う
一
つ
の
神
的
実
体
が
あ
る
の 

で
も
な
い
。
こ
の
難
点
は
関
係
を
実
体
の
外
に
お
く
こ
と
か
ら
く
る
の 

で
、
む
し
ろ
関
係
が
全
存
在
を
さ
さ
え
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で 

あ
る」

㈣
と
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
考
え
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な

、
/

^
o

g

生
の
提
唱
さ
れる

「

聖
霊
神
学」

に

お

い

て

「

聖
霊」

が
占
め 

る
位
置
と
、
正
統
的
なキ
リ

ス

ト

教神
学
で「

聖
霊」

が
占
め
る
位
置 

は
、
具
体
的
に
は
ど
う
異
なっ
て

い

る

の

か

。

 

一

先
生
は
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て

「

聖
霊」

が
あ

ま

り

顧
30 

み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
そ
の
正
当
な
位
置
づ
け
を
要
求

一
 

し
て
お
ら
れ
る
だ
け
な
の
か
。
そ
れ
と
も

「

聖
霊」

概
念
の
い
わ
ば
一 

種
の
拡
大
解
釈
を
さ
れ
、
そ
れ
を
三
位
一
体
の
神
の
一
つ
の
位
格
で
あ 

る
と
同
時
に
、
そ
の
本
性
上
、
三
位

I

体
の
神
の
関
係
根
拠
な
い
し
は 

媒
介
者
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
も 

し
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「

聖
霊」

は
い
わ
ば「

全
一
神」

的
性
格 

を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
先
生
は

「

聖
霊」

を

「

絶
対
無」

と
等
値
し
た 

り
、「
仏
性」

と
同
一
視
し
た
り
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
後
者
の
よ
う 

な
受
取
り
方
も
で
き
る
と
思
う
が
、
先
生
の
真
意
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

要
す
る
に
私
が
伺
い
た
い
の
は
、
先
生
が
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
的
大



地
性
に
根
ざ
し
た「

内
在
的
超
越」

的
方
向
で
理
解
し
、
ま
た
キ
リ
ス 

卜
教
神
学
を
日
本
的
霊
性
的
自
覚
の
論
理
で
あ
る
西
田
哲
学
を
媒
介
と 

し

て
展
開
し
よ

ぅ

と

さ

れて
い
る——

こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
も
満
腔 

の
賛
意
を
表
す
る

——

が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
本
質
的
に
有
し
て 

い
る
そ
の
超
越
的
性
格
と
い
か
に
し
て
矛
盾
な
く
折
り
合
う
こ
と
が
で 

き

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

〇
レ
ス
ポ
ン
ス

2 

延
原
時

行

小
野
寺
先
生
の「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

」

と
い
ぅ
ご
論
文
に 

対

し

て

レ

ス

ボ

ン

ス

致

し

ま

す

o

先
生
の
論
文
、
ま
た
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
主
著
一
而

『

大
地
の 

哲
学—

場
所
的
論
理
と
キ
リ
ス
ト
教

』
(

三一

晝
房
、
一
九
八
三
年)

と 

『

大
地
の
神
学—

聖
霊
論』

(

行
路
社
、一

九
九
ニ
年)

—

は
い
ず
れ
も
主 

体
的
全
人
格
的
な
ラ
ィ
フ.

ス
ト
！
リ
ー
に
深
く
根
差
し
た
思
索
と
し 

て
、
誠
に
瞠
目
す
べ
き
こ
と
に
、

一
方
、
日
本
人
と
し
て
賢
治
•
大
拙 

の
日
本
的
霊
性
に
触
発
さ
れ
て

「

西
田
哲
学」

に
赴
き
つ
つ
、
他
方
こ
一 

れ
を
キ

リ

ス

卜

者

と

し

て

、

ご
自
身
の
カ

ト

リ

ッ

ク信
仰
の
立
場
、
こ
31 

と
に
三
位
一
体
神
信
仰
の
根
付
き
の
た
め
の

「

大
地」

乃
至「

台
木」

一
 

と
捉
え
る
と

い

ぅ

と

こ

ろ

が
非
常
に
ユ

ニ
ー

ク

で

い

ら

っ

し

ゃ

る

か
と 

存
じ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
も
こ
の
点
に
鑑
み
、
自
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰 

者
と
し
て
の
、
貧
し
い
な
が
ら
も
同
様
の
西
田
哲
学
へ
の
関
心
を
、
あ 

る
点
、
そ
れ
を
内
面
よ
り
明
ら
か
に
い
た
し
ま
す
こ
と
で
、
い
く
つ
か 

の
問
題
点
を
取
り
上
げ
ご
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
小
野
寺
先
生
に
は

一

九
九
！
一
年
ボ
ス
ト
ン
で
開
催
さ
れ
ま
し
た 

第
四
回「

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話

」

国
際
学
会
で
初
め
て
お
目
に 

か
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
折
に
私
は
、
自

説

「

日

本(

東
洋) 

文
化
の
宣
教
学
的
構
想

」
(『

仏
教
的
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理

』

所
収)

へ
の



ご
親
切
な
お
言
葉
や
ご
馳
走
に
接
し
て
以
来
、
私
の
方
で
は
勿
体
な
い 

こ
と
な
が
ら
、
教
友
的
ご
指
導
を
戴
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
び
御
著 

書
一
一
冊
を
も
う
一
度
学
び
直
し
て
み
て
、
な
ぜ
先
生
が
あ
の
よ
う
な
接 

し
方
を
は
じ
め
か
ら
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
か
、
し
み
じ
み
分
か
り
ま
し 

た
。

一
ロ
で
申
し
ま
す
と
、
日
本
人
と
し
て
の
在
り
様
の
霊
性
的
中
核 

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
出
あ
う
心
意
気
と
で
も
表
現
す
れ
ば
良 

い
の
で
し
ょ
う
か

——
こ
の
心
意
気
は
も
と
も
と
、
先
生
が
お
話
し
さ 

れ
た
新
井
奥
遼
、
逢
坂
元
吉
郎
、
私
の
恩
師
滝
沢
克
己
に
一
貫
す
る
も 

の
が
あ
り
ま
す
。

小
野
寺
先
生
の
場
合
、
生
涯
の
仕
事
は
デ
ヵ
ル
ト
の

「

我
思
う
、
故 

に
我
あ
り」

(cogito 

ergo 

s
u
m
)

の
発
見
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、 

ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
神
の
御
名

「

そ
れ
よ
り
大
い
な
る
者
は
何
も
考
え
ら 

れ
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の

」
(aliquid quo nihil m

a
i
u
s

 cogitari 

p
o
s
s
i
t
)

へ
の
想
倒
の
よ
う
に
、
あ
る
日
、
突
然
開
示
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
感
動
を
何
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、

「

三
位|

体
の
お
い
て
あ
る 

場
所」

と
い
い
ま
す
の
が
こ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
発
想
は
、 

ア
ン
セ
ル
ム
ス
と
お
な
じ
く
、
そ
れ
を
出
来
得
る
限
り
ね
ば
り
強
く
思 

索
的
且
つ
論
理
的
に
論
証
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
生
の
こ
の
た 

び
の
一I

つ
の
発
題
べー

。ハー

に
よ
っ
て
私
た
ち
が
接
し
て
い
る
の
も
、 

こ
の
プ
ロ
セ
ス
で
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
批
判
的
プ

D

セ
ス 

と
言
え
ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
批
判
的
プ

D

セ
ス
で
あ
り
ま
す
な 

ら
ば
、
そ
こ
に
小
野
寺
先
生
個
人
の
み
な
ら
ず
、
私
た
ち
後
進
の
関
与 

も
歓
迎
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
先
生
の
ぺ
ー
パ
！
の
序
に
於
て
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
提
示
さ
れ 

ま
し
た
。

「

考
え
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
聖
霊
問
題
は
、

「

聖
霊
に 

よ
ら
な
け
れ
ば
誰
も
イ
エス
.

キ

リ

ス

ト

は
主
で
あ

る

と

は言
え
な
い」 

(

第
一
コ
リ
ン
ト
十
二
丄
ニ

)

と
い
う
ほ
ど
決
定
的
意
味
を
持
つ
も
の
で 

あ
り
な
が
ら
、
神
学
的
、
現
実
的
に
あ
ま
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て
お
り
ま 

せ
ん
。

」こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
提
示
さ
れ
た
同
じ
問
題
で
す
ね
。
こ
れ
を
み
ま
す 

と
先
生
の
聖
霊
問
題
の
関
心
は
神
学
問
題
と
し
て
申
し
ま
す
な
ら
ば
、 

「

イ
エ
ス
と
キ
リ
ス
ト

」

問
題
の
解
決
可
能
性
と
関
係
し
て
る
や
に
私 

に
は
思
わ
れ
ま
す
。
恐
ら
く
後
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る

「

繁
辞
契
機」 

も
こ
れ
に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
第
一
の
質
問
、
な
ぜ
古
代
教
会
に
於
て

「

イ
ヱ
ス
が
キ
リ
ス 

卜
で
あ
る」

と
告
白
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

詳
し
い
こ
と
は
と
も
か
く
と
い
た
し
ま
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の 

側
に
こ

う

い

う問
題
意
識
は
非
常
に
強
く
なっ
て

い

るか
と
存
じ
ま
す
。 

今
日
で
は
、Jo

h
n

 

H
i
c
k

が

「

暗
喻
の
キ
リ
ス
ト
論

metaphorical 

christology」
Burton 

M
s
h

 

が「

神
話
形
成 my

t
h
-
m
a
k
i
n
g
」 

論
を
展
開
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
根
本
的
動
力
が
問
わ
れ
て 

い
ま
す
。
こ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
見
れ
ば
、
小
野
寺
先
生
の
論
文
は
、 

そ
の
動
力
を「

聖
霊」

と
指
摘
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
読 

み
は
正
確
で
し
ょ
う
か
。

先
生
は「

私
の
三
つ
の
精
神
課
題

」

の
と
こ
ろ
で
、
ご
自
身
の
風
土



体
験
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

r
宮
沢
賢
治
の「

宇
宙
感
覚
の
宗
教
性

」

と
人
格
主
義
的
•
超
越
的 

な
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
克
の
超
克
が

「

聖
霊」

「

仏
性」

の
方
角
に
め 

ざ
さ
れ
る」
と
書
い
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
。

私
自
身
は
、
同
志
社
の
四
年
を
卒
業
し
て
大
学
院
に
上
が
る
前
日
、 

類
焼
で
我
が
家
を
消
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
ヨ
ブ
記
を
読 

ん
で
、「

な
に
ゆ
え
私
を」

と
呻
き
叫
ぶ
中
で
、
共
に
呻
く
も
の
を
足 

下
に
痛
覚
し
ま
し
た
。
ロ
ー
マ
書
八

—

ニ
六
の
言
う「

執
り
為
し
の
キ 

リ
ス
ト
の
霊」

の
内
在
の
発
見
で
し
た
。
私
は
こ
れ
を
通
じ
ま
し
て
、 

「

何
故
こ
う
い
うこ

と

を

な

さ

る
の
か」

と
い
っ
た
時
に
、さ
っ

き

お

っ 

し
や
っ
た
聖
霊
体
験
と
い
う
も
の
は
対
象
に
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
お 

前
と1

緒
に
う
め
く
存
在
で
あ
っ
て
、
私
も
そ
こ
に
い
る
と
い
う
感
じ 

が
し
た
わ
け
で
す
。

さ
て
次
は「

歴
史
的
体
験
の
形
而
上
学

」

に
つ
い
て
の
質
問
で
す
。 

敗
戦
と
歴
史
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
体
験
の
中
で
先
生
は
、
吉
満
義
彦
の 

「

哲
学
者
の
神」

に
出
会
い
、
生
涯
を
決
定
す
る
も
の
を
得
ら
れ
ま
し 

た
。
デ
ュ
モ
リ
ン
師
の
も
と
で
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス

「

神
国
論」

「
告
白 

録」
r

三
位1

体
論」

を
学
ば
れ
ま
し
た
。
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
於
い 

て
は
、
福
音
の
種
子
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
し
た
。
日
本
に
於
い
て
、 

内
村
鑑
三
の
武
士
道
を
越
え
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
は
い
ま
申
し
あ
げ
ま
し
た

「

ヨ
ブs

u

の
：̂

の
中
で
、
ず
っ 

と
ヨ
ブ
記
を
声
を
出
し
て
読
ん
で
お
り
ま
し
て
、
三
十
八
章
四
十
節
に 

ま
い
り
ま
し
た
時
に
、

「

私
が
地
の
基
を
据
え
た
時
に
お
前
は
ど
こ
に

い
た
か」

に
至
っ
た
と
き
、
自
分
は
も
と
も
と
無
者
で
あ
る
。
そ
れ
を 

知
ら
な
か
っ
た
。
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
立
脚
し
て
立
っ
て
い
た
と
い
う 

こ
と
を
深
く
自
覚
し
た
次
第
で
す
。

第
三
は「

日
本
的
霊
性
の
思
想

」

。
鈴
木
大
拙「

日
本
的
霊
性」

の 

大
地
的
霊
性
に
入
り
ま
し
て
先
生
は

「

一
般
に
あ
ら
ず
、
個
に
も
あ
ら 

ず
、
両
者
を
両
者
た
ら
し
め
る
包
摂
的
母
胎
と
し
て
、

一
切
を
成
長
さ 

せ
実
ら
せ
る
誠
の
働
き
の
場

」

と
書
い
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
が
、
こ 

のr

一
 

切
を
成
長
さ
せ
、
実
ら
せ
る
誠
の
働
き
の
場

」

と
い
う
の
は
、 

読
ん
で
お
り
ま
し
て
二
通
り
に
解
釈
で
き
る
わ
け
で
す
。

一
つ
は
形
容 

詞
と
し
て
捉
え
て「

誠
に
働
く
場
所」

と
い
う
。
も
う
一
つ
は
原
事
実 

と
し
て「

誠
が
働
い
て
い
る
場
所

」

。

一
切
を
成
長
さ
せ
実
ら
せ
る
誠
一 

が
働
い
て
い
る
場
所
、
と
い
う
二
通
り
に
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
ら
わ
せ
る
と

33 

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
は
ど
ち
ら
で
こ
れ
を
お
っ
し
や
っ
て
お
ら

一
 

れ
る
の
で
し

よ

うか
。

と
こ
ろ
で
私
、
ヨ
ブ
記
の
問
題
を
通
じ
ま
し
て
、
ヨ
ブ
記
に
は
第
三 

の
問
題
が
最
後
に
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
無
者
で
あ
る
自
分
を
自
覚
し 

た
ヨ
ブ
が
幸
福
な
友
人
達
の
た
め
に
執
り
為
し
の
祈
り
を
祈
れ
と
、
い 

う
箇
所
が
こ
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
実
践
す
る
と
い 

う
こ
と
を
考
え
ま
す
時
に
、
私
は
第

一

一
の
段
階
の
深
い
と
こ
ろ
に
突
き 

落
と
さ
れ
た
と
申
し
ま
す
か
、
同
時
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
と
申
し
ま
す 

か
、
キ
ヱ
ル
ケ
ゴ

ー

ル
が「

反
復」

と
い
う
書
物
で
書
い
て
い
る
と
こ 

ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
無
限
に
自
己
否
定
的
に
し
て
自
己
受
容
的
な
契
機 

を
発
見
し
た
の
で
す
。
世
界
で
も
っ
と
も
不
幸
な
も
の
が
一
番
底
で
、



幸
福
な
人
々
の
た
め
に
不
幸
を
廃
物
利
用
し
て
執
り
為
し
て
い
る
な
ら 

ば
、
不
幸
の
場
所
は
執
り
為
し
の
仕
事
場
•
キ
リ
ス
ト
の
宇
宙
的
執
り 

為
し
へ
の
参
与
の
場
所
。
こ
れ
が
、
不
幸
の
う
つ
ち
や
り
で
あ
る
。
こ 

の
と
き
が
人
生
の「

受
け
取
り
直
し」

を
知
る
と
い
う
の
が
そ
の
要
諦 

で
す
。

先
生
が
聖
霊
の
こ
と
を
お
つ
し
や
る
と
き
に
、
そ
う
い
う
私
の
プ
ロ 

テ
ス
タ
ン
ト
の
、
ひ
と
つ
の
拙
な
い
経
験
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す 

で
し
ょ
う
か
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

第
五
回
の
こ
の
集
会
で
玉
城
先
生
が

「

仏
陀
と
ィ

エ

ス

と
パ
ゥ
ロ
に 

共
通
な
こ
と
は
、
ダ
ン
マ
や
プ
ネ
ゥ
マ
と
い
う
超
越
的
な
も
の
が
、
己 

れ

(

主
体
者)

に
顕
わ
に
な
る
こ
と
だ

」
と
話
さ
れ
ま
し
た
、
と
い
う 

と
こ
ろ
で
、
聖
霊
い
う
の
が
出
て
く
る
プ
ロ
セ
ス
で
す
ね
。
そ
れ
を
こ 

こ
で
明
示
し
て
い
ら
つ
し
や
る
わ
け
で
す
が
。
さ
き
ほ
ど
も
少
し
申
し 

あ
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
も
知
る
限
り
キ
リ
ス
ト
論
の
問
題
と
し
て 

受
肉
の
背
後
に
あ
る

「

動
力」

で
す
ね
。
何
故
、
場
所
的
論
理
が
こ
の 

「

動
力
の
問
題」

に
答
え
う
る
の
か
と
言
う
こ
と
で
す
。

私
の
三
つ
目
の
問
題
は
、

「

内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト

」

は
、
内
在 

的

に(

世
界
に
於
い
て

)

超
越
す
る
こ
と
に
於
い
て
何
を
す
る
の
か
、 

と
い
う
こ
と
で
す
。

内
在
的
で
あ
り
な
が
ら
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
形
に 

於
い
て
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
一
つ
問
わ
れ
得
る
と
思
い
ま
す
が
。 

そ
の
可
能
的
な
形
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
例
え
ば
プ
ロ
セ
ス
神
学
で
は 

神

の「

帰
結
的
本
性」

(the 

c
o
n
s
s
s
n
t

 

nature 

of 

G
o
d
)

は
、

「

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
み
な
が
ら
我
々
の
こ
と
を
理
解
し
、
苦
し
み
を 

担
う
同
労
者」

と
な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ 

は
、
ど
う
い
う
方
で
ど
こ
に
い
ら
っ
し
や
る
か
た
で
し
ょ
う
か
。

第
四
に
、
鈴
木
哲
学
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
箇
所
を
み
て
ま
い
り
ま 

す
と
、
こ
う
い
う
一
節
を
先
生
が
引
用
さ
れ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。

鈴
木
先
生
の
ご
本
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
真
に
人
格
性
と
し
て
存
在
す
る 

こ
と
は
、「

超
越
空
の
呼
び
か
け
が
人
間
を
貫
い
て
響
く 

p
e
r
s
g
a
r
e

 

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
響
き
に
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り 

立
つ
こ
と
を
意
味
す
る

」

こ
こ
で
、
超
越
空
と
い
う
の
は
、
私

は

空

(

超
人
格
的
究
極
者)

と 

し
て
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
故
、
人
格
的
に
呼
び
か
け
一 

る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
そ
こ
に
、
空
を
空
の
ま
ま
人
格
化
し
性
格
付
況 

け
る
何
ら
か
の
代
理
者

(agency)

が
必
要
と
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う

一

i 

O

第
五
に
、
鈴
木
哲
学
で
は
⑴
自
然
、
⑵
生
命
、
⑶
精
神
の
順
序
は
、

い
ま
、
こ
こ
の
生
成
の
な
か
に
看
取
さ
れ
う
る
の
か
、
そ
れ
と
も
大
状 

況
的
宇
宙
史
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
プ

D

セ
ス
神
学
の
立
場
か
ら 

問
題
に
さ
し
て
頂
き
ま
す
と
、
い
ち
い
ち
の
経
験
の
機
縁
に
は
、

⑴
「

所
与
相」

(primary 

dative phase)、

⑵

「

生
成•

俱
現.

合 

生」
(the c

o
n
c
r
s
c
s
c
e
)
、

⑶

「

満
足」

(satisfactio

己
の
三
つ
の 

層
が
区
別
さ
れ
得
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
考
え
方
が
、
こ
れ
全
部
、 

経
験
の
い
ま
こ
こ
の
単
位
で
す
ね
、
そ
の
中
に

「

絶
対
の
受
動
性」

と 

「

主
体
者」

と
、
そ
し
て
こ
の「

結
果」

と
い
う
も
の
が
書
か
れ
て
い



る
と
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
す
。

第
六
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
西
田
の
有
名
な
テ
キ
ス
ト
の
中
に
、
創 

造
の
問
題
に
関
し
ま
し
て
三

一

論
を
適
用
し
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
が 

(

全
集
十
一
、
四
〇
三
頁

)

、
こ
れ
は
そ
れ
と
関
係
す
る
事
柄
で
ご
ざ
い
ま 

し
よ > 
つ
か
。

第
七
に
、
こ
こ
で
の

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
場 

合
に
、
そ
れ
は
^
^
無

の

そ

の

も

の

、
こ
れ
は

pure potentiality 

な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
が
翻
っ
た
上
で
、

「

絶
対
の
場
所
的
有

」
(

全 

集
十
一
、
四
百
三
頁

)

即
ちthe 

actuality 

(

個
物)

の
こ
と
な
の
か
。

第
八
に
、「

お
い
て
あ
る
場
所(p

o
t
e
n
c
y
)

は
、「

イ
ヱ
ス
は
キ
リ 

ス
ト
で
あ
る」

と
い
う
告
白(a

c
t
)

の
動
力(s

o
urce)

な
の
か
。
も 

し
そ
う
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
。

第
九
に
、『

存
在
の
類
比」

と
い
う
本
を
松
i

生
が
だ
し
て
い
ら
っ 

し
ゃ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
、

「

超
越
的
絶
対
者
と
相
対
的
内
在
者 

の
関
係
が
問
わ
れ
る
地
点
に
、
西
田
哲
学
の
無
に
よ
る
媒
介
の
思
想
が 

生
か
さ
れ
る」

と
い
う
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
•
プ 

ロ
ポ
ル
チ
才
ニ
ス(

対
比
の
類
比)

か
、
さ
ら
に
ア
ナ
ロ
ギ
ア
•
プ
ロ 

ポ
ル
チ
ナ
リ
タ
テ
ィ
ス

(

比
例
性
の
類
比

)

に
よ
っ
て
解
釈
可
能
と
あ 

り
ま
す
。『

大
地
の
神
学』

(

五
十
頁)

こ
こ
で
、
も
う
一
つ
類
比
、
一一 

者
が
三
者
に
ア
ナ
ロ
ジ
ヵ
ル
に
帰
属
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
ア
ナ
ロ 

ジ
ー
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
し
て
、
普
通
そ
れ
は
ト
マ
ス
も
そ
れ
を
引
用 

い
た
し
ま
せ
ん
し
、
パ
ル
ト
も
そ
れ
は
採
用
し
な
い
わ
け
で
す
。
で
す 

け
れ
ど
、
松
本
先
生
と
同
じ
理
由
で
、
私
は
そ
う
い
う
論
を
信
奉
し
て る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
の

analogy 

of attribution d
u
o
r
u
m

 

ad 

t
e
r
t
i
u
m

の
創
造
的
適
用
は
不
可
能
で
し
ょ
う
か
。

以
上
、「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
小
野
寺
先
生
の 

無
類
の
直
覚
的
テ
！
ゼ
の
真
理
性
を
解
明
す
る
と
い
う
大
き
な
お
仕
事 

の
前
で
、
微
々
た
る
愚
問
を
並
べ
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。



討

議
 

司
会
石
田
慶
和

司

会
者
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ま
ま
で
の
ご
質
問
に
関
し 

ま
し
て
小
野
寺
先
生
か
ら
ご
説
明
を
い
た
た
き
ま
す
。

小
野
寺
私
の
書
い
て
い
る
も
の
に
対
し
て
実
に
深
い
理
解
か
ら
非
常 

に
鋭
い
問
い
を
沢
山
出
し
て
頂
き
ま
し
て
。
ど
う
答
え
て
い
い
か
わ
か 

ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
三
位
一
体
の
場
所
的
考
え
は
、
私
、
大
学 

院
の
時
に
考
え
始
め
て
、
江
藤
教
授
と
い
う
中
世
哲
f
w

を
始
め
た
方 

の
と
こ
ろ
に
行
き
ま
し
て
私
の
考
え
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
答
え 

は「

き
み
、
三
位
一
体
の
場
所
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
、
そ
れ
は
異
端 

だ
よ」

と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
私
は
随
考
し
た
結 

果
、
そ
れ
は
も
う
必
然
的
だ
と
い
う
こ
と
で
質
問
し
た
の
で
す
け
れ
ど
、 

全
然
と
り
あ
げ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
友
達
に
話
し
て
も
全
然 

興
味
を
示
さ
な
い
し
、
き
み
の
考
え
る
の
は
少
し
異
端
的
で
は
な
い
か 

と
い
う
話
で
し
た
。
そ
の
こ
ろカ
ト

リ

ッ

クも
厳
し
い
体
制
で
し
た
か 

ら
、
私
も
そ
れ
を
聞
い
て
、
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と 

思
っ
た
の
で
す
が
、
少
し
考
え
ま
し
て
、
き
み
の
考
え
方
は
ち
ょ
っ
と 

異
端
的
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
場
合
は
、
異
端
的
す
れ
す
れ
だ
け
れ 

ど
も
異
端
で
は
な
い
よ
、と

い

うふ
う
に
い
っ
て
ま
し
た
。

私
は
、I

時
、
自
分
の
説
が
全
然
反
響
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、 

哲
学
の
才
能
が
な
い
と
い
う
か
、
自
分
が
お
か
し
い
と
思
っ
て
し
ま
っ 

た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
学
問
を
諦
め
て
、
小
学
校
の
教
師
に
な
り
ま
し た

。へ~

ゲ
ル
は
神
学
の
才
能
は
あ
る
が
哲
学
の
才
能
は
な
し
と
か
言
わ 

れ
て
い
る
の
で
す
が
。
私
は
、
小
学
校
の
教
師
を
六
年
や
っ
た
の
で
す 

が
、
そ
の
間
に
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
て
、
も
し
か
し
て
、
こ
ち
ら
が
正 

し
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
。
向
か
う
側
が
間
違
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い 

と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
し
て
、
も
う

I

度
哲
学
を
や
ろ
う
と
い
う
ふ
う 

に
思
い
、
そ
れ
で
哲
学
に
戻
っ
た
わ
け
で
す
。

「

場
所
的
論
理
と
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観

」

と
い
う
私
の
最
初
の
論 

文
を
書
き
、
そ
れ
を

『

ヵ
ト
リ
ッ
ク
研
究

』

に
載
せ
て
も
ら
っ
た
の
で 

す
が
、
下
村
先
生
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
を
、
発
表
要
旨
の
最
後
の
と
こ 

ろ
に
乗
せ
て
お
き
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
下
村
先
生
の
長
い
手
紙
で
励 

ま
さ
れ
て
、
も
う
一
度
哲
学
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
た
わ
け
で
す
。

我
々
日
本
人
の
理
解
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
は
m

l
ロ
ッ
。ハ
に
お
い 

て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
が
、
日
本
人
が
日
本
人 

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
あ
っ
て
よ
ろ
し
い
。
と
い
う
よ
り
は
、 

そ
う
で
な
け
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
へ
の
土
着
が
で
き
な
い
の
で
は 

な
い
か
。
論
文
に
於
い
て
も
そ
の
意
向
が
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
の 

で
す
が
、m

丨
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
深
い
理
解
に
導
か
れ 

た
こ
と
は
感
謝
す
へ
き
こ
と
で
す
が
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
的
キ
リ
ス
卜
教
が 

必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
で
は
な
い
と

い

う主
旨
で
す
。

そ
れ
で
、
い
つ
か
、
う
ち
の
大
学
で
、

「

大
地
の
神
学」

に
つ
い
て 

講
演
を
さ
せ
ら
れ
た
時
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
を
習
っ
た
聖
心
の
加
藤
信
朗 

先
生
も
来
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
私
の
®

聞
い
て
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ



た
の
で
す
。
聖
書
に
は
、
イ
エ
ス
が
自
分
が
死
ぬ
前
に

「

場
所」

を
備 

え
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
と
。
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
人
の 

主
任
教
授
の
と
こ
ろ
へ
話
に
行
っ
た
ら
、
神
に
場
所
は
な
い
、
と
も
言 

わ
れ
た
。

ま
た
、
場
所
的
絶
対
無
に
つ
い
て
、
別
な
機
会
に
講
演
し
た
と
き
、 

聴
衆
か
ら
、「

そ
れ
で
は
あ
な
た
は
何
に
向
か
っ
て
祈
る
の
で
す
か

」

、 

と
言
わ
れ
て
絶
句
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
も
そ
れ
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
く 

か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
聖
霊
は
対
象
化
で
き
な
い
の 

だ
と
、
対
象
化
で
は
な
い
、
お
い
て
あ
る
、
聖
霊
に
お
い
て
祈
る
の
で 

あ
っ
て
、
聖
霊
に
よ
り
祈
ら
せ
る
力
、
そ
し
て
自
覚
さ
せ
る
力
、
光
、 

そ
う
い
う
生
命
、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ 

る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
時
に
納
得
で
き
た
わ
け
で
す
。

一
応
そ
れ 

が
皆
様
の
質
問
に
対
す
る
前
提
に
な
る
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
時 

間
の
関
係
で
、
七
時
か
ら
九
時
ま
で
の
会
ま
で
に
整
理
し
て
答
え
ま
す
。

司

会

者

で
は
小
野
寺
先
生
の
答
え
は
夜
の
方
に
ま
わ
し
て
、
小
坂
先 

生
と
延
原
先
生
、
何
か
コ
メ
ン
ト
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

小

坂

先

程

、
時
間
が
あ
っ
た
ら
お
う
か
が
い
し
た
い
と
言
っ
た
、
小 

さ
な
問
題
が一
一
つ
あ
り
ま
し
て
。

一
つ
は
、
力
ー
ル•

ラ
ー
ナ
ー
と
西
田
と
の
関
係
を
書
か
れ
て
-> 
る 

と
こ
ろ
で
す
が
。
西
田
の
純
粋
経
験
と
ラ
ー
ナ

ー

の
超
越
論
的
経
験
と

の
ニ
点
を
話
さ
れ
て
、
そ
の
あ
と
で

「

主

•
客
の
二
元
的
対
立
を
根
本 

的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
後
期
西
田
哲
学
と
深
く
接
す
る 

1

面
を
持
っ
て
い
る
と
思
う

」

と
書
か
れ
て
あ
る
の
で
す
が
、
何
故
、 

後
期
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し 

た
い
。
何
故
、
前
期
が
入
ら
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
前
期
で
は
な
い
の 

か
、
と
い
う
点
な
の
で
す
が
。

小
野
寺
後
期
の
西
田
で
は
特
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
決
と
い
う
か
、 

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
を
深
め
る
と
い
う
か
、
非
常
に
鮮
明
に
深
く
対 

決
す
る
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
後
期
西
田
哲
学
と
ラ
ー
ナ
ー
の 

神
学
が
非
常
に
比
較
し
易
し
い
よ
う
な
気
が
し
た
わ
け
で
す
。

小
坂
も
う
一
件
お
う
か
が
い
し
た
い
。
最
後
の
と
こ
ろ
、

「

以
上
に
一 

よ
っ
て
私
は
聖
霊
神
学
の
確
立
に
と
っ
て
西
田
哲
学
の
場
所
的
論
理
が

37 

不
可
欠
で
あ
っ
た
理
由
が
、
ほ
ぼ
提
示
で
き
た
か
と
思
う

」

、
そ

の

あ
一
 

と
な
の
で
す
が
、

「

そ
し
て
ま
た

一
方
で
は
、
場
所
的
論
理
を
キ
リ
ス 

ト
教
思
想
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴

史

哲な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ 

ム
が
生
ま
れ
てく

る
こ
と
を
今
後
に
期
待
し
た
い
と
考
え
て
い
る

」

。 

こ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
ど
ち
ら
と
も取

り

得

るの
で
す
が
。
こ
れ
は
ど
ち 

ら
の
方
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
お
考
え
な
の
で 

し

よ

うか
。
そ
の
場
所
的
論
理
に
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
と
い
う 

こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
歴
史
哲
学
的
な
ダ
イ
ナ 

ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
と
い
う
主
旨
で
お
書
き
に
な
っ
た
の

か
。

小
野
寺
こ
れ
は
後
者
な
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
中
に
場
所
的 

論
理
を
導
入
し
た
時
に
、
歴
史
哲
学
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
く



る
の
じ

ゃ
な
か
ろ
ぅ
か
と
思
い
ま
し
て
。
そ
れ
は
、
さ

つ

き

い
ろ
い
ろ 

出
て
い
る
人
格
と
か
非
人
格
、
絶
対
無
の
場
所
と
、
三
位
一
体
の
と
こ 

ろ
で
は
っ
き
り
と
出
て
く
る
の
で
す
。
私
の
場
八
ロ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中 

に
場
所
的
論
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
受
肉
的 

真
実
と
い
ぅ
も
の
に
更
に
歴
史
的
ダ
ィ
ナ
ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
く
る
の 

じ
や
な
い
か
と
い
う
、

一
つ
の
予
想
で
あ
り
ま
す
。

自
由
討
論 

司
会
者
ジ
ヱ
一
ム
ズ
•
ハ
イ
ジ
ッ
ク

司

会

者

で
は
討
論
に
入
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
引 

き
続
い
て
、
小
野
寺
先
生
が
沢
山
、
質
問
を
受
け
そ
れ
を
整
理
し
て
纏 

め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
も
の
を
発
表
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
あ
と
で
、

い
つ
も
の
通
り
討
論
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

小

野

寺

さ
き
ほ
ど
の
小
坂
先
生
の
質
問
で
す
が
、

一

言
で
言
う
と
、

最
後
に
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
的
大
地
的
霊
性 

に
根
差
し
た
内
在
的
超
越
的
な
方
向
で
理
解
し
て
、
日
本
的
霊
性
的
自

一
 

覚
の
論
理
で
あ
る
西
田
哲
学
を
媒
介
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
展
骀 

開
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
賛
意
を
表
す
る
と
い
う
こ
と
一 

な
の
で
す
が
。
問
題
は
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
的
性
格
を
失
う
こ
と
な
し 

に
、
そ
れ
を
い
か
に
折
り
合
わ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
根
本
問
題
で 

あ
る
と
、
最
後
に
お
っ
し
や
い
ま
し
た
。
問
題
点
は
そ
こ
に
あ
る
と
思 

い
ま
す
。
最
初
の
質
問
は
、

「

霊
性
の
遍
満
す
る
場
所

」

、「

三
位
一
体 

の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
関 

係
と
異
同
に
つ
い
て
説
明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
西
田
の 

「
場
所」

は
無
制
限
の
撃
辞
概
念
で
、
い
ろ
ん
な
段
階
が
あ
る
極
限
概 

念
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
と
三
位
一
体
の
お
い
て 

あ
る
場
所
が
同
じ
場
所
を
指
す
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
、
観
点
の
相 

違
な
の
か
、
と
い
う
質
問
で
し
た
。



答
え
は「

聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所

」

と

「

三
位I

体
の
お
い
てあ
る
 

場
所」

と
私
が
考
え
る
そ
の

「

場
所」

は
全
く1

つ
で
あ
っ
て
、
私
は 

三
位
一
体
と
い
う
絶
対
的
真
実
の
中
か
ら
の
特
に
第
三
項
の
聖
霊
の
働 

き
を
持
つ
意
味
に
つ
い
て
探
求
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
聖
霊
の
導
き
と 

い
い
ま
し
て
も
、
無
限
の
奥
行
き
が
あ
る
わ
け
で
、
普
通
、
三
位

I

体 

は
啓
示
の
真
理
な
り
、
そ
し
て
信
^
!
条
に
し
て
も
、
そ
れ
を
ど
う
生 

き
る
か
と
、
そ
う
い
う
問
題
に
到
達
す
る
場
合
に
、
問
題
は

1

つ
に
な 

る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
歴
史
的
に
み
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示 

の
順
序
を
考
え
ま
す
と
、
父
と
子
と
聖
霊
と
、
そ
の
よ
う
に
公
教
要
理 

に
は
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ
れ
を
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
実 

存
的
な
生
き
方
の
問
題
の
場
合
は
逆
で
、
聖
霊
に
於
い
て
キ
リ
ス
ト
を 

通
し
て
神
を
知
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
ア
プ
ロ

ー

チだ
と
思
う
の
で
す 

ね
。
こ
れ
はあ
る
意
味
で
逆
対
応
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ 

う
い
う
形
で
場
の
根
源
だ
と
思
う
の
で
す
。
私
の
場
合
は
、
聖
霊
の
問 

題
と
い
う
の
は
内
在
的
超
越
の
方
向
、
私
自
身
三
位
一
体
と
い
う
も
の 

を
実
存
論
的
に
理
解
し
た
い
と
思
っ
て

ま

し

て

、信
者
と
し
て
は
三
位 

一
体
を
信
じ
てい

る

とい
う
か
、
霊
性
に
立
っ
て
、
そ
れ
を
自
分
の
信 

仰

と
自
覚
の
中
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
場
合
に
、
内 

在
的
超
越
の
方
向
の
探
求
は
不
可
欠
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
。

第
一
一
に
、
小
坂
先
生
の
質
問
は
、
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
と
い
う
も 

の
は
、
自
己
の
根
底
に
内
在
的
超
越
の
方
向
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な 

い
か
と
い
う
自
覚
的
方
向
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
の
言
う

「

三 

位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
の
は
内
在
的
超
越
の
方
向
に
も

考
え
る
し

、
超
越
的
内
在
の
方
向
に
も
考
え
ると
い
う
こ

と

を言
わ
れ 

ま

し

た

。こ
こ
は
両
方
向
がよ
せ
合
う
時
に
、
信
仰
の
論
理
と
自
覚
の 

論
理
と
い
い
ま
す
か
、
三
位

一

体
の
撃
辞
の
論
理
は
ど
う
い
う
ふ
う
に 

結
び
つ
く
か
、
と
い
う
質
問
で
し
た
。
こ
れ
は
私
の
頭
を
痛
め
て
き
た 

問
題
、
じ
つ
は
明
日
の
三
位

1

体
の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
述
べ
よ
う
と
思
っ 

て
お
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
形
で
考
え
ら
れ
る
の
か
と
。

西
田
は
明
ら
か
に
内
在
的
超
越
の
方
向
で
考
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。 

し

か

しそ
の
立
場
に
立
っ
て
西
田
は
キ
リ
ス
ト
教
を
、
対
象
的
に
超
越 

的
宗
教
と
か
、
観
念
的
宗
教
で
あ
る
と
批
判
も
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
先
生
の
質
問
は
、
あ
な
た
は
西
田
哲
学
と
同
じ
方
向
で
三
位 

一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所
を
考
え
る
の
か
と
。
そ
し
て
果
た
し
て
キ
リ
一 

ス
ト
教
世
界
で
市
民
権
を
得
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
ご
心
配
を
頂
き
ま
邪 

し
た
。 

一

私
の
答
え
は
、
内
在
的
超
越
の
時
に
は
、
自
己
の
根
底
に
神
を
見
出 

だ
す
と
い
う
方
向
で
西田
と
全
く
同
じ
方
向
で
考
え
て
い
ま
す
。
内
在 

的
超
越
と
い
う
点
で
は
西田
と
同
じ
方
向
で
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、 

さ
っ
き
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
矛
盾
的
自
己
同
一
を
キ
リ
ス
ト
教
者 

と
し
て
の
本
質
的
次
元
で
は
超
越
的
内
在
の
方
向
で
、
具
体
的
に
は
教 

会
や
司
祭
の
導
き
に
従
っ
て
、
毎
週
教
会
に
行
っ
て
ま
す
し
、
比
較
的 

忠
実
に
生
き
て
い
る
つ
も
り
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
自
分
の
思
想
を 

展
開
す
る
場
合
は
大
胆
で
ない
と

い

け

な

い

。

冒
険
的
思
考
と
い
う
も 

の
と
故
郷
に
帰
る
と
い
う
思
考
と
相
矛
盾
す
る
も
の
を
相
即
さ
せ
な
が 

ら
、
ま
ず
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
内
在
的
超
越
の
方
向
と
超
越
的
内
在



の
方
向
が
相
即
的
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
い
ま
、
教
会
の
論
理
で
す 

け
れ
ど
、
教
会
自
身
の
反
省
、

#414

の
良
見
と
い
うこ
と

を盛
ん
に
言
っ 

て
ま
す
け
れ
ど
も
、
教
会
自
体
が
反
省
の
段
階
に
入
っ
て
き
て
、
超
越 

的
内
在
に
対
し
て
内
在
的
超
越
の
方
向
を
パ
チ
ヵ
ン
公
会
議
で
は
公
認 

し
て
る
わ
け
で
す
ね
。そ
う

い

う

こ

と
気
に
す
る
必
要
は
な
い
、と
い
 

う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。

第
三
、
こ

れ

と関
連
し
て
、
日
本
的
霊
性
神
学
と
、
伝
統
的
な
三
一 

論
神
学
と
の
関
係
、
違
い
と
同
一
に
つ
い
て
答
え
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ 

ま
し
た
。
小
野
寺
が
新
し
い
神
学
の
発
想
で
従
来
の
三
一
論
的
神
学
を 

構
築
し
直
そ
う
と
し
て
い
る
つ
も
り
か
、
と
。
そ
れ
と
も
自
分
の
聖
霊 

神
学
と
相
矛
盾
す
る
の
じ
ゃ
な
く
て
、
伝
統
的
な
神
学
の
発
展
形
態
を 

思
考
し
て
お

ら

れ

るの
か
、
と

い

う質
問
で
し
た
。

私
の
目
指
し
て
い
る
も
の
は
従
来
の
三

|

論
的
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教 

啓
示
の
核
心
的
な
真
理
の
表
現
だ
と
思
い
ま
す
の
で
手
直
し
を
す
る
と 

い
う
よ
う
なこ
と

は逆
に
考
え
ら
れ
な
い
。
研
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、 

そ
の
真
理
性
に
目
覚
め
る
と
い
う
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
結 

局
キ
リ
ス
ト
教
の
究
極
の
真
理
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
私
達
の
内
的
経 

験
と
し
て
具
体
化
す
る
か
、
と
い
う
こ

と

が問
題
な
の
で
。
そ
の
為
に 

は

ど

う

して
も
内
在
的超
越
的
な
霊
性
的自

覚

とい
う
こ

と

が当
然
問 

題
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
聖
霊
に
関
す
る
理
解
は
人
間
の
霊
性 

の
理
解
を
前
提
に
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
霊
性
的
の
理
解
と
い
う
も 

の
は
私
達
人
間
の
内
的
経
験
を
通
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
も
の
で
す 

か
ら
、
人
間
の
霊
性
と
い
う
も
の
、
信
仰
や
理
性
に
対
し
て
ど
う
い
う 位

置
を
持
つ
か
と
い
う
、
根
本
的
な
問
題
を
し
っ
か
り
と
押
さ
え
る
必 

要
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

次
の
質
問
は
、
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
聖
霊
が
占
め
る
位
置
は 

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
私
の
聖
霊
観
と
ど
う
違
う
か
、
と
い 

う
こ
と
で
し
た
。
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
、
聖
霊
は
あ
ま
り
顧
み 

ら

れ
な
か
っ
た
と

い

う反
省
か
ら
、
正
当
な導
き

を

要

求

し

て

お

ら

れ
 

る
の
か
、
と

い

う質
問
で
し
た
。

そ
れ
は
私
も
そ
の
通
り
で
、
い
ま
ヵ
ト
リ
ッ
ク
教
会
全
体
が
反
省
し 

て
取
り
組
んで
い

る

最
中
だ
と
思
い
ま
す
。
パチ
ヵ

ン公
会
議
記
録
を 

見
ま
す
と
、
聖
霊
と
い
う
言
葉
は
結
構
出
て
く
る
の
で
す
が
、
会
議
が 

三
年
か
か
っ
て
進
行
す
る
間
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
関
係
、

一
 

キ
リ
ス
ト
教
と
ィ
ス
ラ
ム
教
だ
け
で
な
く
て
請
不
教
と
の
対
話
と
い
う
仙 

こ
と
が
重
視
さ
れ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
聖
霊
論
の
持
つ
重
大
な
意
味
が
一 

各
教
会
に
も
自
覚
さ
れ
て
き
て
、
力

ー

ル.

ラ
ー
ナ
ー
な
ど
で
は
、
晚 

年
に
非
常
に
聖
霊
論
に
精
力
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思 

い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
質
問
は
、
三
位
一
体
の

|

つ
の
位
格
であ
る
聖
霊
論
を
、 

三
位1

体
の
根
拠
と
し
て
、
何
か
原
理
的
性
格
を
持
た
せ
よ
う

と

す

る
 

つ
も
り
か
と
いう
こ

とな
の
で
す
が
。

こ
れ
は
三
位
一
体
の
神
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
超
越
神
的
性 

格
を
持
つ
わ
け
で
、
聖
霊
と
い
っ
た
場
合
は
、
父
と
子
と
い
う
も
の
を 

連
結
し
て
聖
霊
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
を
は
ず
し
て
聖
霊
を
単 

独
的
に
言
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。



聖
霊
を_

無
と
等
置
し
た
り
、
仏
性
と
同

一

視
し
た
り
す
る
傾
向 

が
あ
る
け
れ
ど
も
あ
な
た
の
真
意
は
ど
う
で
す
か
と
。
そ
れ
は
あ
な
た 

の
神
学
で
す
か
と
。
聖
霊
を
無
だ
と
い
う
の
で
す
か
と
い
う
ご
質
問
。

明
日
発
表
す
る
つ
も
り
で
す
が
、
絶
対
無
と
い
う
三
位

一

体
の
一
体 

性
が
絶
対
有
と
い
う
構
造
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
私
の
発
見
と
い
え
ば 

発
見
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
し
て
、
一
二
位

1

体
と
い
う
こ 

と
の
中
に
、
神
の
全
；

隠
れ
た
神
と
現
れ
て
い
る
神
、
絶
対
無
の 

神
か
つ
絶
対
有
と
い
う
神
を
包
含
化
す
る
と
い
う
の
は
私
は
キ
リ
ス
卜 

教
徒
と
し
て
、
こ
ん
な
に
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
ね
。

三
位
一
体
の1

と
い
う
も
の
を
ど
ん
な
ふ
う
に
®
^
す
る
か
と
い
う 

の
は
、
い
ろ
い
ろ
解
釈
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
西
子
の
媒
介
に
よ
っ 

て
、
私
は
こ
の
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ョ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
も
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
場
合
、
現
れ
た
る
神
と
隠
れ 

た
神
と
い
う
の
が
相
即
し
て
い
ま
す
。
啓
示
の
神
と
い
う
の
は
、
ど
う 

し
て
も
絶
対
有
。
人
間
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
神
で
す
か
ら
絶
対
有 

即
絶
対
無
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
そ
こ
に
信 

仰
と
自
覚
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
西
田
哲
学
は
仏
教 

と
キ
リ
ス
ト
教
の
出
A
4
い
と
い
う
も
の
に
画
期
的
な
面
を
築
い
た
と
、 

い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
明
日
発
表
す
る
つ
も
り
で 

し
た
。

も
う1

つ
は
、
聖
霊
は
仏
性
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
あ
な
た
は
言
う 

と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
私
は
仏
性
と
聖
霊
が
同
一
だ
と
言
っ
た 

の
で
は
な
く
、
轡
き
合
う
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
比
較
す
る
研
究
を し

て
ま
せ
ん
し
、
対
象
的
に
同

1

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の 

で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
深
く
響
き
合
う
も
の
を
前
か
ら
感
じ
て 

お
り
ま
し
て
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
む
し
ろ
皆
様
か
ら
指
摘
し
て
頂
き 

教
え
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
小
坂
先
生
に
対
す
る 

私
の
意
見
で
し
た
。

延
®
^
生
の
御
1

は
、
お
聞
き
の
よ
う
に
非
常
に
複
雑
な
®

で 

す
の
で
、
私
の
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
を
お
答
え
し
て
、
全
体
；̂

砸 

で
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
の
霞
は
、
問1

の
と
こ
ろ
。
何
故
初
代
婺

M

で「

ィ
エ
ス
が 

キ
リ
ス
卜
で
あ
る

」

と
告
白
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
と
。

私
の
考
え
を
簡
単
に
言
え
ば
、
聖
重
の
導
き
に
全
的
に
自
己
を
ゆ
だ
一 

ね
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
か
、
霊
性
の
導
き
と
い
う
か
、
そ
れ
が
私
の

1

W 

番
感
動
を
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
、

つ
ま
り
人
間
と
い
う
も
の
の
本
来
の
一 

在
り
方
と
い
う
も
の
に
対
し
て
徹
底
的
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が 

聖
書
に
於
て
私
が一

番
感
動
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
を
い
ち
い
ち
話 

を
し
ま
す
と
長
く
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
聖
書
を
読
ん
で
い
く
と
、
ィ
エ 

ス
•
キ
リ
ス
卜
が
受
胎
す
る
に
際
し
て
聖
霊
に
よ
っ
て
み
ご
も
っ
た
と 

い
う
。
受
洗
さ
れ
る
時
も
聖
霊
が
鳩
の
よ
う
に
く
だ
っ
た
と
。
洗
礼
の 

あ
と
荒
野
に
出
て
い
っ
て
、
悪
魔
の
試
練
に
対
し
て
聖
霊
の
導
き
を
通 

し
て
悪
魔
の
誘
惑
を
退
け
、
克
服
し
た
と
あ
り
ま
す
し
、
神
の
国
の
説 

教
を
始
め
た
こ
と
も
聖
霊
に
導
か
れ
た
行
為
と
し
て
説
明
さ
れ
て
ま
す 

し
、
途
中
を
飛
ば
し
ま
す
け
れ
ど
最
後
に
、
亡
く
な
ら
れ
る
時
に

「

我 

が
$
を
御
手
に
ゆ
だ
ね
ま
す

J

と
大
声
で
叫
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、



必
死
の
思
い
で
祈
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
、
最
初
か
ら 

最
後
ま
で
イH

ス
が
何
に
忠
実
で
あ
っ
た
か
と
、
そ
れ
を
聖
書
は
記
し 

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
イ
エ
ス
と
キ
リ
ス
ト
と
の
間
に
間
隙
は
な
く
同
体 

だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
は「

イ
エ
ス
が
世
界
で
最
も
美
し
い
人
だ

」

と 

日
記
に
書
い
て
ま
す
ね
。
何
が
美
し
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
若
い
時 

は
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
見
た
こ
と
も
な
い
の
に
何
が
美
し 

い
人
と
言
え
る
の
か
と
。
い
ま
本
当
に
よ
く
分
か
り
ま
す
。
死

•
復
活 

を
通
し
て
私
は
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
を
も
っ 

て
受
け
と
め
て
い
て
、
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト

「

で
あ
る」

と
い
う
の
は
、 

さ
っ
き
か
ら
問
題
に
な
っ
て
ま
す
が
、
重
大
宣
言
で
あ

る

と私
は
思
い 

ま
す
o

次
に
私
は
神
話
と
か
物
語
り
の
形
で
、
信
仰
告
白
さ
せ
る
そ
の
動
力 

は
ど
こ
か
ら
来
る
か
、
そ
の
パ
ワ
ー
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
と

あ

り

ま
 

し
た
。
霊
性
的
i

と
い
う
の
は
客
観
的
、
科
学
的
に
証
明
し
て
も
、 

そ
れ
は
事
実
に
そ
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
で
す
か
ら
や
は
り
物
語 

り
と
か
神
話
と
い
う
形
で
し
か
表
現
で
き
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
聖
書 

に
も
奇
秘
物
語
と
か
、
い
ろ
い
ろ
何
と
か
物
語
り
と
い
う
ふ
う
に
い
わ 

れ
て
お
り
ま
す
が
。

サ
ン
夕

ク

ロ~

ス
は
ど
こ
か
ら
入
っ
て
く
る
か
、
玄
関
か
ら
入
っ
て 

く
る
サ
ン
夕

ク

ロー

ス
は
い
な
い
の
で
、
煙
突
か
ら
入
っ
て
く
る
の
で 

す
ね
。
日
常
性
の
中
に
関
与
す
る
、
参
加
す
る
と
い
う
か
、
煙
突
か
ら 

入
っ
て
く
る
わ
け
で
、
煙
突
か
ら
入
っ
て
く
る
か
ら
、
本
物
の
サ
ン
夕 ク

ロ

ー

スに
な
っ
て
、
日

常
性
に
対
す
る
非
日
常
性
、そ
う

い

う形
、 

物
語
り
で
し
か
表
現
する

こ

と

はで
き
な
い
。
そ

う

い

う架
空
の
話
は 

無
限
の
真
実
をつ
く

るよ
う
に
思
い
ま
す
。
愛
が
あ
った
時
に
そ
の
愛 

は
、
贈
り
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
れ
は
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
と 

繫
が
る
も
の
があ

る

と私
は
思
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
う
い
う
パ
ワ

ー

は
ど

こ

か

ら来
る
か
、
と
。 

そ
れ
は
霊
的AHIK

と
い
う
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
そ
れ
が 

出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
延
原
先
生
の

「

無
者
の
自
覚」

と
い
う 

か
、
そ
う
い
う
本
を
読
ん
で
ま
し
て
、
そ
れ
が
本
当
で

あ

る

と思
い
ま 

し
た
。
私
、
中
学
の
時
、
手
術
を
し
て
ひ
ど
い
痛
み
で
死
ぬ
か
と
思
っ 

て
。
そ
れ
以
来
痛
み
と
い
う
も
の
が
怖
く
て
。
そ
う
い
う
経
験
を
し
た 

の
で
す
け
れ
ど
も
、
神
は
こ
の
痛
み
を
何
と
見
て
お
ら
れ
る
か
と
前
は 

考
え
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
は
違
い
ま
す
。
痛
い
と
い
う
時 

は
痛
い
と
、
痛
み
と
解
す
る
時
に
、
神
自
身
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な 

る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
延
原
先
生
の
こ
の
体
験
は
本
当
だ
ろ
う
と
思
い 

ま
し
た
。

三
番
目
の
、「

誠」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
触
れ
ら
れ 

ま
し
た
。
先
生
が『

至
誠
心
の
神
学』

と
い
う
本
を
出
さ
れ
ま
し
て 

「
誠」

と
い
う
も
の
を
神
学
的
に
深
く
追
求
さ
れ
て
。
私
も
読
み

ま

し
 

た
の
で
、
そ
こ
に
、
野
菜
を
成
長
さ
せ
実
ら
せ
る

「

誠」

の
働
き
の
場 

と
い
う
こ
と
を
問
題
に
さ
れ
ま
し
た
。
西
田
に
も

|

個
所
、「

誠」

に 

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
箇
所
が
あ
り
ま
し
た
。
神
道
で
い
え
ば

「

正
直」 

と
い
う
概
念
、
儒
教
で
い
え
ば

「

誠」

、
仏
教
で
言
え
ば「

仏
性」

、
キ

4 2 -



リ
ス
ト
教
で
い
え
ば

「

聖
霊」

と
い
う
、
ど
こ
か
響
き
合
う
も
の
が
あ 

り
ま
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
か
ら
私
は
聖
霊
と
言
っ
て
い
る
の
で
す 

ね
。

「

至
誠
天
に
通
ず」

と
か
い
う「

至
誠」

と

か「

誠」

と

い

う

の

は

、 

私
は
聖
霊
に
非
常
に
近
い
と
。
そ
れ
は
イ
ヱ
ス
の
聖
霊
に
対
す
る
忠
実 

さ
と
い
う
か
、
神
に
対
す
る

「

誠」

と
い
う
か
、「

1

心」

、
そ
う
い
っ 

た
意
味
で
私
は
聖
霊
を

「

誠」

の
ひ
と
つ
の
形
態
だ
ろ
う
と
思
う
の
で 

す
。
そ
う
い
う
日
本
文
化
の
深
い
領
域
に
目
を
覚
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら 

糧
を
吸
収
す
る
こ
と
な
し
に
、
内
在
的
超
越
な
ん
て
い
っ
た
っ
て
超
越 

の
力
が
出
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
受
肉 

す
る
と
い
い
ま
す
か
。
土
着
化
す
る
と
い
っ
た
時
に
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト 

教
の
基
礎
を
失
っ
て
、
そ
れ
が
解
体
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ 

ど
も
、
私
の
体
験
だ
と
全
然
逆
で
、
本
当
に
自
分
の
内
面
に
イ
エ
ス. 

キ
リ
ス
ト
自
身
と
い
う
も
の
を
誕
生
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ 

う
い
う
自
分
の
存
在
の
根
を
深
く
日
本
文
化
の
中
に
張
っ
て
、
は
じ
め 

て
イ
エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
と
い
う
純
粋
な
信
仰
の
実
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き 

る
と
い
う
の
が
私
の
体
験
で
す
。

日
本
人
の
魂
の
在
所
と
い
う
か
、
日
本
人
の
人
格
の
在
所
、

場
所 

は
何
処
に
あ
る
か
。

例
え
ば
ョ
ハ
ネ
伝
七
章
三
七.

八
節
の
と
こ
ろ
、
私
を
信
じ
て
い
る 

者
は
、
聖
書
か
ら
い
う
と

「

彼
の
腹
か
ら
生
け
る
水
の
川
が
溢
れ
出
る 

だ
ろ
う」

と
い
う
菌
所
が
あ
り
ま
す
。
内
面
か
ら
湧
き
出
て
い
る
も
の 

だ
と
い
う
表
現
で
す
け
れ
ど
も
、
腹
か
ら
そ
う
い
う
喜
び
が
湧
き
出
す と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
場
所
的
論
理
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
日
本 

人
の
お
い
て
あ
る
場
所
、
魂
の
場
所
、
そ
こ
に
触
れ
な
い
信
仰
に
ど
う 

し
て
エ

ネ
ル
^
—

が
で
る
か
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
し
た
。

問
三
、
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト
は
内

W
S
に

®
®

す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
何
を
す
る
の
か
と
、
い
う
質
問
で
し
た
。
ち
ょ
つ
と
分
か
り
に
く
い 

質
問
で
す
が
。
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト
と
西
田
は
い
う
の
で
す
が
、 

内
在
的
超
越
と
い
う
こ
と
で
何
を
意
味
し
て
る
か
、
と
い
う
質
問
で
す
。

い
ま
は
キ

リ

ス

ト

教

は
愛
で
あ

る

とい
う
こ

と

で「

神
に
対

す

る
 

と

「

隣
人
に
対
す
る
愛

」

、
こ
れ
が
キ

リ

ス

ト

教

の
中
軸
で
あ
る
と
言 

わ
れ
て
い
ま
し
て
、こ
れ

は間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。し
か

し

こ

れ
 

は
旧
約
聖
書
によ
る
言
葉
で
し
て
、ィ

ヱ
ス
の
独
創
的
な
言
葉
で
は
な
一 

い
。
旧
約
聖
書
の
一
番
大
事
な
核
心
を
取
り
出
し
た
言
葉
だ
と
思
い
ま

43 

す

。

キ

リ

ス

ト

の

一

番
の
核
心
は「

互
い
に
愛
し
合
え

」

と

い

う相

互
一
 

愛
を
説
い
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
弟
子
の
足
を
洗
っ
て

「

互
い
に
足
を
洗 

い
あ
え」

と
お
つ
し
ゃ
つ
て
い
ま
す
が
、
こ

の

「

洗
い
合
う」

と
か 

「

愛
し
合
う」

と
い
う
の
は
誠
に
場
所
的
な
の
で
す
ね
。
相
互
連
関
、

場
所
的
連
関
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
究
極
が
あ
る
と
思
う 

の
で
す
。
や
は
り
三
位

1

体
の
命
に
与
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
初 

代
教
会
か
ら
現
代
ま
で
の
正
統
的
な
考
え
方
な
の
で
す
。
特
に
自
分
自 

身
の
レー

ベ
ン
的
実
存
と
い
う
も
の
を
キ
リ
ス
ト
に
向
か
つ
て
、
こ
う
、 

内
在
的
超
越
的
に
越
え
て
い
く
と
い
い
ま
す
か
、
三
位

一

体
の
い
の
ち 

に
合
流
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
究
極
の
在
り
方 

で
は
な
い
か
と
私
は
思
つ
て
お
り
ま
す
。



あ
と
は
鈴
木
哲
学
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

存
在
的
な「

逆
接
空」

と
鈴
木
先
生
は
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
超 

越
空
と
い
う
も
の
は
人
格
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か
と
、
い
う
こ 

と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
超
越
空
と
い
う
も
の
は
霊
性
、
あ
る
い
は
八 

木
先
生
の
言
葉
を
使
え
ば

「

統
合
に
向
け
て
よ
び
か
け
る
概
念

」

で
、 

そ
こ
に
人
格
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら 

れ
る
の

じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

五
番
目
に
、
鈴
木
先
生
は
自
然
、
生
命
、
精
神
あ
る
い
は
社
会
と
考 

え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
宇
宙
論
理
的
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う 

こ
と
で
す
が
。

鈴
木
亨
先
生
は
実
存
自
然
史
的
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
自
然
が 

す
ベ
て
実
存
自
然
史
的
に
歴
史
を
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、 

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
そ
れ
を
包
括
し
て
実
存
自
然
的
に
歴
史
は
展
開 

す
る
の
だ
と
、
霊
性
に
向
か
っ
て
浸
透
し
て
い
き
ま
す
。

最
後
に
松
本
正
夫
先
生
の

「

存
在
の
類
比」

、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
哲
学 

の
ア
ナ
ロ
ギ
ア•

エ
ン
テ
ィ
ス
と
し
て
、
そ
れ
が
卜
マ
ス
に
出
て
く
る 

わ
け
で
す
ね
。
宗
教
哲
学
を
代
表
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
け 

れ
ど
も
、
日
本
で
は
松
本
正
夫
先
生
が
ス
コ
ラ
哲
学
の
指
導
的
存
在
で 

し
た
。
そ
の
松
本
先
生
の
論
文
を
見
て
ま
し
て
、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
で
西
田 

哲
学
を
最
初
に
評
価
し
た
の
は
松
本
先
生
で
し
た
。
で
、
絶
対
と
相
対 

の
間
に
い
か
な
る
類
比
も
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し 

て
。
類
比
を
否
定
す
る
動
機
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
絶
対
と
相 

対
の
間
に
は
い
か
な
る
類
比
も
成
り
立
た
な
い
、
究
極
的
に
は
。
で
す か

ら
西
田
の
絶
対
無
は
、ス
コ

ラ

にと
っ
て
も
重
大
な
意
味
が
あ
る
と 

い

う

こ

と

を書
か
れ
た
論
文
が
あ
った
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
見ま
し
 

て
非
常
に
感
動
しま
し

た

。そ
れ
を
も
と
に
し
て

「

場
所
的
論
理
とキ 

リ
ス
ト
教
的
世
界
観

」

と
い
う
長
い
論
文
を
書
き
ま
し
て
松
本
先
生
に 

大
変
喜
ば
れ
ま
し
た
。
松
本
先
生
は
、
ど
う
も
自
分
の

「

存
在
の
論
理 

の
研
究」

を

西
田
に
何
度
送
っ
て
も
読
ん
だ
形
跡
が
な
い
と
。
西
田

さ
 

ん
は
自
分
の
論
文
を
く
ず
か
ご
に
捨
て
て
る
み
た
い
だ
と
、
憮
然
と
し 

て
お

ら

れ

ま

し

た

。

私
は
、
存
在
の
類
比
と
い
う
も
の
に
限
界
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。 

や
は
り
絶
対
と
存
在
の
間
と
い
う
場
合
に

「

絶
対
無」

と
い
う
考
え
を 

導
入
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
、
そ
う
い
う
わ
け
で
、
答
え
な
い
と 

駄
目
で
す
ね
。

小
坂
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
が
大
変
残
念
な
の
で
す
が
、

一
 

応
私
の
短
い
感
想
、
答
え
に
な
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
何
か
問
題
提 

起
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

司
会
者
先
生
の
言
葉
だけ
で
私
は
更
に
ま

と

め

る必
要
は
な
い
と
思 

い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
自
由
に
討
議
し
て
く
だ
さ
い
。

八
木
た
だ
い
ま
の
ご
説
明
を
う
か
が
い
ま
し
て
、
大
分
よ
く
分
か
っ 

て
き
た
の
で
す
が
、
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い

と

こ

ろ
を

ご
説
明
頂
き
た 

い
の
で
す
。

既

に

お

っ

し

ゃ

っ

た

こ

と

な

の

で

す

が

、

「

三
位
一
体
のお

い

てあ 

る
場
所」
と
い
う
と
、
三
位
一
体
と
場
所
と
が
違
う
よ
う
な

気
が
や
は 

り

し

て

く

る

の

で

、

そ

こ

の

と

こ

ろ

、

も

う

少

し

ご

説

明

し

て

頂

き

た
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い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
な
ぜ

「

三
位
一
体
が
こ
れ
で
あ
る
U

じ
ゃ 

な
く
て
、「

三
位一

体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

な
の
か
。
そ
れ
が
一
つ
。

も
う
一
つ
は
、「

絶
対
無
が
即
絶
対
有
だ

」

と

お

っし
ゃ
る
そ
こ
が 

も
う
ひ
と
つ
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
内
在
的
超
越
と
い
う
か
、 

自
覚
の
論
理
で
す
よ
ね
。
自
覚
が
成
り
立
つ
地
平
を
構
想
す
る
と
、
そ 

れ
が
三
位1

体
論
的
な
、
あ
る
い
は
場
所
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 

よ
く
分
か
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
絶
対
無
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
け 

れ
ど
。
有
、
そ
れ
がこ
こ

か

ら本
当
に
出
て
く
る
の
か
。
と
い
う
の
は
、 

新
約
聖
書
の
中
に
も
、
有
と
し
て
の
聖
霊
や
神
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の 

場
合
、
ど
う
な
っ
て
い
く
か
と
い
う
と
、
我
々
は
神
を
直
接
に
経
験
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
、
我
々
が
接
す
る
の
は
、
聖
な
る
も
の
と 

い
う
か
、
媒
介
と
い
う
か
、
神
秘
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か 

ら
、
そ
れ
が
外
に
あ
る
場
合
に
は
三
位
一
体
は
我
々
に
対
向
す
る
も
の 

で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
場
合
は
父
と
子
と
聖
霊
と
が
や
は
り
対
象
化
さ 

れ
て
分
離
し
て
ま
す
ね
。
さ
っ
き
ち
ょ
う
ど
お
挙
げ
に
な
っ
た
例
が
そ 

う
な
の
で
す
け
れ
ど
、
ル
ヵ
二
十
三
章
四
十
六
節
で
ィ
エ
ス
が

「

父
よ
、 

私
の
霊
を
両
手
に
ゆ
だ
ね
ま
す

」

と
神
に
言
わ
れ
た
と
。
そ
れ
で
は
三 

者
が
離
れ
ち
ゃ
う
の
で
す
ね
、少

な

く

と

も

そ

う
聞
こ
え
る
の
で
す
。 

あ
る
い
は
聖
霊
に
よ
っ
て
み
ご
も
っ
た
と
い
う
場
合
も
そ
う
な
の
だ
け 

ど
、
聖
霊
に
よ
っ
て
み
ご
も
ら
れ
た
者
が
子
だ
と
い
う
と
、
神
と
子
と 

が
や
は
り
分
離
し
て
い
る
。

つ
ま
り
父
と
子
と
聖
霊
と
が
そ
れ
ぞ
れ 

「

有」

と
し
て
語
ら
れ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
独
立
に
ペ
ル
ソ
ナ 

に
な
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
三
神
論
に
聞
こ
え
て
く
る
の
で
す
ね
。
父
と
子 と

聖
霊
が
一
つ
の
も
の
の
三
つ
の
様
態
と
い
う
ふ
う
に
聞
こ
え
て
く
る 

こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
だ
か
ら
、
ひ
と
つ
の

「

有」 

と
し
て
神
が
語
ら
れ
る
側
面
と
、

「

無」

と
し
て
語
ら
れ
る
側
面
と
の 

働
き
だ
と
思
う
の
で
すよ
ね
。
働
き
の
側
面
で
は
そ
う
な
る
と
思
う
の 

だ
け
れ
ど
、
違
う
の
で
すよ
ね
。
僕
は
こ
う
思
う
の
で
す
、
ど
う
し
て 

「

絶
対
無」

が

「

絶
対
有」

と
し
て
の
三I

に
な
る
の
か
。
そ
う
す
る 

と

「

有」

と
し
て
現
れ
る
の
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
そ 

こ
が
判
ら
な
い
の
で
ど
う
か
判
ら
せ
て
頂
き
た
い
。

「

三
位
一
体
が
そ 

れ
で
あ
る
場
所」

で
は
な
く
て
、
ど
う
し
て
そ
れ
が

「

お
い
て
あ
る
場 

所」

な
の
か
、
と
い
う
こ
と
。

小

野

寺

「

お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
の
は
三
位
一
体
の
神
自
身
の

I 

場
所
だ
け
で
い
う
の
じ
ゃ
な
く
て
、
我
々
と
の
関
り
と
い
う
も
の
を
考
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え

る
と
、
三
位
一
体
と
い
う
の
は
我
々
は
ど
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
時

一
 

に
、
理
性
的
理
解
じ
ゃ
な
く
て
全
人
格
と
い
う
か
、
霊
性
的
理
解
を
通 

し
て
の
場
の
言
葉
に
な
る
、
最
後
は
。

「

三
位
一
体
の
お
い
てあ

る
場 

所」

と
い
う
の
が「

そ
れ
で
あ
る
場
所

」

な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か 

し
そ
れ
を
私
達
が
三
位一
体
と
し
て
理
解
す
る
場
所
が
、
神
が
霊
で
あ 

る
限
り
、
聖
霊
的
場
所
と
し
て
信
じ
ら
れ
自
覚
さ
れ
て
く
る
場
で
す
の 

で
、
そ
れ
で
適
当
で
な
い
かも

し

れま
せ
ん
が「

お
い
て
あ
る
場
所

」 

と
い
う
こ
と
で
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

八

木

ニ |

位|

体
と
場
所
と
は
違
う
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
ね
。

小

野

寺

違
っ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
説
明
を
更
に
話
し
て
い 

き
ま
す
け
れ
ど
も
、全

く
ひ
と
つ
で
も
な
い
。
だ
か
ら
お
っ
し
や
る
意



味
は
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
相
矛
盾
す
る
考
え
方
も
、
根
底
か
ら
み
れ 

ば
相
即
し
てい
る

。だ
か
ら
西
田
が「

お

い

て

あ

るも
の」

と

い

う言 

葉
を
使
う
時
、
問
題
だ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

八
木
そ
れ
は
即
と
い
っ
た
場
合
で
、
僕
は
そ
う
い
う
こ
と
か
と
思
っ 

た
の
で
す
よ
。
そ
れ
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
聖
霊
と
父
と
子 

を
切
り
離
し
て
い
ら
つ
し
や
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
お
つ
し
や
つ
た
こ 

と
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど
ね
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
場
合
ど
ん
な
小
さ 

な
神
の
働
き
で
も
三

1

論
理
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、 

そ
う
い
う
意
味
で
そ
れ
ぞ
れ
の
個
と
そ
の
全
体
と
し
て
の
場
所
が

「

お 

い
て
あ
る
場
所」

だ
と
い
う
こ
と
か
な
、
と
も
思
っ
た
の
で
す
。
そ
う 

い
う
こ
と
で
は
な
い
？

小

野

寺

そ
う
す
る
と
、
個
物
と
個
物
の
相
互
限
定
即
一
般
者
の
自
己 

限
定
、
個
物
と
個
物
の
相
互
限
定
即
一
般
者
じ
ゃ
な
く
て
、

I

般
者
が 

お
い
て
あ
る
場
所
と
い
う
の
は
、
西
田
先
生
の
言
う
と
こ
ろ
な
の
で
す 

ね
。
い
ま
お
っ
し
や
っ
た
よ
う
に
、
ど
ん
な
繊
細
な
も
の
で
も
と
い
う 

か
、
例
え
ば
無
意
識
面
か
ら
意
識
面
へ
の
、
こ
う
出
て
く
る
も
の
と
い 

い
ま
す
か
、
意
識
的
に
明
確
な
も
の
じ
ゃ
な
く
て
気
配
の
よ
う
に
、
定 

か
ら
ぬ
も
の
を
気
配
と
し
て
感
じ
て
、
そ
れ
が
何
だ
と
い

う

こ

とで
、 

そ
れ
が
段
々
限
定
さ
れ
て
、
そ
の
意
味
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が 

理
解
さ
れ
て
く
る
、
無
意
識
か
ら
意
識
化
さ
れ
る
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
聖 

霊
論
的
に
は
説
明
で
き
る
と
い
う
か
、
聖
霊
論
的
に
は
意
味
づ
け
ら
れ 

て
く
る
。

僕
が
小
学
校
の
教
師
の
時
、
子
供
の
意
識
の
中
に
神
に
対
す
る
認
識 と

い
う
の
が
生
^
^
き
と
働
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
の
を
キ
ャ
ッ 

チ
し
な
が
ら
教
育
し
て
い
く
。

{1

不
教
教
育
を
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
。 

子
供
は
非
常
は
宗
教
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
繊
細
な
も
の
で
、 

い
ろ
い
ろ
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
を
キ
ャ
ッ

チ

す

る

ため
に
は
、
自
分
の 

霊
性
的
自
覚
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
霊
性
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う 

わ
け
で
す
。
聖
霊
と
い
う
の
は
自
分
と
子
供
達
と
の
関
係
を
響
か
せ
る 

響
在
的
、
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
場
の
構
造
の
中
に
導
か
れ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
論
とい
う

とか
な
り
ロ

ゴ
ス
的
に
な
つ
て
分
か
り
易い
の 

で
す
が
、
聖
霊
論
と
は
無
意
識
か
ら
意
識
へ
の
プ
ロ
セ
ス
が
解
明
で
き 

る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
つ
て
お
り
ま
す
。

八

木

次
に
、
ど
う
し
て
無
の
神
が
即
、
有
の
神
な
の
か
。 

I 

小

野

寺

私
は
最
初
、
三
位
一
体
と
い
う
も
の
を
中
心
に
考
え
た
の
で
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す
け
れ
ど
も
。
こ
れ
は
西
谷
先
生
の
影
響
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け

一
 

れ
ど
も

。
ク
ザー

ヌ
ス
の
例
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
神
論
は
多
神 

教
で
も
一
神
教
で
も
な
く
て
、

一
神
教
と
多
神
教
の
根
源
と
し
て
の

|

神
教
だ
と
述
べ
て
お
ら
れ
て
、
私
は
大
い
に
共
鳴
し
た
の
で
す
が
。
三 

位|

体
は|

神
教
と
多
神
教
の
統
合
と
い
う
要
素
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

三
位
一
体
の
一
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
。

三
位|

体
と
い
う
も
の
を
関
係
づ
け
る
場
所
と
い
う
も
の
を
、
も
し 

「
有」
で
あ
る
と
す
る
と
文
字
通
り
四
位

|

体
で
、
学
生
時
代
に
、
そ 

う
い
う
考
え
は
四
位
一
体
だ
か
ら
異
端
だ
と
言
わ
れ
た
。
必
ず
四
位
と 

い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
三
位
一
体
の
一
を

「

お
い 

て
あ
る
場
所」
と
解
釈
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
啓
示
の
神
の
根
底
と
し
て
、



•無
と
し
て
考
え
た
ら
い
い
のじ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
、 

そ
し
て
考
え
た
時
に
私
の
気
持
ち
が
す
ー
と
し
た
の
で
す
。
と
い
う
か
、 

だ
か
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
神
の

1

体
性
を
考
え
た
時
、

I

二
位
一
体 

と
は
そ
う
い
う
信
仰
生
活
の
結
晶
だ
と
。
神
の
啓
示
と
い
う
：̂

こ
っ 

ち
か
ら
言
え
ばそ
う
い
う
真
理
の結
晶
体
じ

ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
の
で 

す
。

上
田
さ
っ
き
八
木
さ
ん
が
最
初
に
質
問
さ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、 

場
所
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
と
い
う
そ
こ
に
非
常
に
新
し
い
こ
と 

が
あ
る
と
す
れ
ば
、

と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
を
、
は
っ
き
り
さ 

せ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
基
本
的
な
こ
と
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
う 

い
う
こ
と
が
あ
っ
て
恐
ら
く
八
ホ
さ
ん
も
最
初
、
あ
あ
い
う
質
問
を
さ 

れ
た
の
で
し
ょ
う
。

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
言
い
方
で
小
野
寺
さ
ん 

が
考
え
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
ね
、
そ
れ
が
も
う
少
し
分
か
ら
な 

い
か
な
と
い
う
か
、
は
っ
き
り
し
て
こ
な
い
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ 

る
。
そ
れ
が
八
木
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

「

お
い
て
あ
る
も
の

」 

と

r

お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
、
そ
う
い
う
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
概
念 

で
す
ね
。
そ
の
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
内
容
に
つ
い
て
や
っ
ぱ
り
、

「
そ
こ 

に
お
い
て
あ
る
も
の

」

と

「

お
い
て
あ
る
場
所

j

と
い
う
、「

場
所」 

と
い
う
考
え
方
、
そ
の
両
方
が
必
要
な
の
で
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味 

の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
み
て
み
る
と
、

「

三
位1

体
の
お
い
て
あ
る
場 

所」

と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
、
何
か
、
ど
う
な
の
か
。
ど
う
な
の 

か
と
い
う
こ
と
は
、
三
位

1

体
と
い
う
こ
と

だ
け
で
考
え
ら
れ
な
い
よ

う
な
こ
と
が
入
っ
て
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
位
一
体 

と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、

と
い
う
概
念
で
理
解 

し
直
す
こ
と
だつ
た
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
は
画
期
的
で
は
あ
つ

て
も

、 

キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
問
題
に
な
ら
な
い
と
思
う
の
で 

す
ね
。「

三
位一

体
の
お
い
て
あ
る
®」

、
そ
れ
が
最
初
に
天
啓
の
ご 

と
く
あ
な
た
に
響
い
て
、
そ
の
言
葉
が
意
味
し
得
る
こ
と
、
そ
れ
は
あ 

な
た
の
言
葉
で
い
う
と
、

「

考
え
る
と
き
、
大
胆
で
な
け
れ
ば
い
け
な 

い」

と
い
う
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
考
え
る
の
が
大
胆
で 

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
考
え
る
こ
と
が
ど
う
し
て
大
胆
さ
を
要
求 

す
る
の
か
。
こ
れ
は
逆
に
質
問
な
の
で
す
け
ど
ね
。
こ
れ
は
大
き
な
問 

題
に
か
か
って
く

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
大
胆
に
と
い
う
こ
一
 

と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
の
気
持
ち
の
中
に
何
か
出
て
く
る
の
じ
ゃ
な
い

47 

か
、
と
。 

一

 

だ
か
ら
ど
う
し
て
そ
の
三
位
一
体
を
場
所
と
し
て
考
え
る
の
か
。
そ 

う
す
る
と
お
そ
ら
く
聖
重
と
等
置
で
き
る
形
を
と
り
得
る
の
か
も
知
れ 

な
い
の
で
す
ね
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
所
が
聖
霊
の
遍
満
し
て
い
る 

場
所
と
い
う
ふ
う
に
、
遍
満
し
た
聖
霊
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
、
ち
ょ
っ 

と
違
う
と
思
う
の
で
す
。
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
場
所
と
い 

う
考
え
方
の
性
質
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
ど
う
い
う 

ふ
う
に
な
る
の
か
。
非
常
に
は
っ
き
り
言
え
ば
神
を
場
所
と
い
う
ふ
う 

に
考
え
る
考
え
方
な
の
か
、
場
所
論
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
場
合 

に
、
勿
論
そ
れ
は
場
所
論
と
い
う
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然 

性
は
非
常
に
あ
る
わ
け
だ
と
恩
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
場
所
論
と
い
う
と



こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
神
の
お
い
て
あ
る
場
所
と
い
う 

こ
と
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
る
の
か 

ど
う
か
。
ち
ょ
っ
と
そ
こ
、
恐
ら
く
そ
こ
に
八
木
さ
ん
の
質
問
も
出
る 

と
思
い
ま
す
ね
。

小
野
寺
た
し
か
に
、
そ
う
い
う
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
も
そ 

も
西
田
が「

お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
概
念
を
使
っ
た
時
に
、
高
坂 

さ
ん
の
本
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、

「

は
た
し
て
こ
れ
で
い
い 

の
で
す
か」

と

「

こ
う
い
う
使
い
方
で
い
い
の
で
す
か

」

と
何
度
も
念 

を
押

し

た

ら

、西
田
が「

ま
あ
い
い
だ
ろ
う

」

と
言
っ
た
と
い
う
こ
と 

で
、
そ
の
ま
ま
通
用
し
て
ま
し
て
ね
。
そ
れ
で
、
表
現
と
し
ま
し
て
は 

そ
れ
を
ず
っ
と
使
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ネ
メ
シ
ュ
ギ
神 

父
は
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
研
究
家
で
、
日
本
で
は
三
位
一
体
論
神
学
、
そ
れ 

に
つ
い
て
沢
山
の
手
引
き
を
し
た
神
父
さ
ん
で
す
ね
。
私
は
神
父
さ
ん 

の
下
で
長
い
間
仕
事
を
し
た
の
で
、
そ
の
考
え
に
触
れ
て
、
そ
れ
が
純 

枠
な
伝
統
的
三
位
一
体
論
、
私
は
そ
の
本
も
読
ん
で
い
る
し
、
で
き
る 

だ
け
勉
強
も
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
。
し
か
し
場
所
論
的
追
求
と 

い
う
の
は
希
薄
で
し
た
。
三
位
一
体
を
場
所
論
的
に
解
釈
す
る
と
い
う 

道
が
あ

る

じゃ
な
い
か
、
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
気
が
し
ま
し
た
。 

上
田
三
位
一
体
を
場
所
論
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
と
、

「

三
位 

一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
直
ち
に
同
じ
で 

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
三
位

I

体
を
場
所
論
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ 

と
な
ら
ば
、
三
位
一
体
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
を
場
所
と
し
て
考
え
る 

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
伝
統
的
に
は
実
体
と
関
係
と
い
う
ふ
た
つ
の
範 疇

で
考
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
だ
け
と
、
そ
こ
に
新
し
い
範
疇
を
入 

れ
て
三
位
一
体
を
理
解
し
直
す
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
そ
の 

r

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
と
、
こ
れ
は
高
坂
さ
ん
に 

尋
ね
ら
れ
て
、
西
田
が

「

ま
あ
い
い
だ
ろ
う

」

と
い
っ
た
の
は
、
ま
あ 

い
い
だ
ろ
う
と
、
い
う
よ
う
な
意
味
じ
ゃ
な
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
高 

坂
さ
ん
に
対
し
て
、
ま
あ
い
い
だ
ろ
う
と
敢
え
て
言
え
ば
、

「

君
に
と
っ 

て
は
、
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
ど
、
ま
あ
、

」

そ 

う
い
う
意
味
で
す
よ
。
西
田
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
表
現
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
ね
。
哲
学
的
に
は

「

お
い
て
あ
る
も
の

」

と
最
初
か
ら
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
概
念
の
使
い
方
の
わ
け
で
し
よ
う
。

つ 

ま
り
、
場
所
の
概
念
で
、
三
位
一
体
よ
り
も
上
の
概
念
な
の
で
、
そ
こ
一 

が
恐
ら
く
問
題
に
な
り
得
る
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。

胡 

で
す
か
ら
恐
ら
く
あ
な
た
の
お
気
持
ち
と
し
て
は

「

三
位
一
体
の
お
い一

 

て
あ
る
場
所」

と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
は
じ
め
て
、
本
当
の
腹
の
底
か 

ら
出
た
と
い
う
、
こ
れ
は
本
当
だ
と
思
い
ま
す
が
。
だ
け
ど
、
そ
の
時 

に
ど
う
し
て「

お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
言
い
方
で
な
け
れ
ば
な
ら 

な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
が
も
う
ひ
と
つ
。
や
は
り
、
高
坂
さ
ん
の
質
問 

も
延
原
さ
ん
の
質
問
も
八
木
さ
ん
の
質
問
も
、
で
す
か
ら
最
終
的
に
そ 

こ
の
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
と
思
い
ま
す
。
ち
よ
つ
と
ど
う
考
え
た
ら
い
い 

の
か
。

小
野
寺
表
現
が
不
適
切
な
点
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、 

「

お
い
て
あ
る
場
所

」

が
意
識
で
あ
る
場
合
で
す
ね
、
そ
う
す
る
と
三 

位

I

体
の
お
い
て
あ
る
場
所
が
無
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
ど
っ
ち
が



優
位
に
立
つ
の
か
、
大
事
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
。

上
田
西
田
の
場
合
に
は
、
だ
ん
だ
ん
場
所
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て 

い
っ
て
、
そ
れ
で
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
考
え
が
出
て
き
た
。
絶
対
無 

の
場
所
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
時
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
様
々
な
場 

所
が
み
な
絶
対
無
の
場
所
の
中
に
入
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
だ 

か
ら
場
所
の
場
所
み
た
い
な
も
の
と
し
て
西
田
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る 

の
で
す
ね
。
だ
か
ら
西
田
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
は 

な
い
の
で
す
が
、

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と

し

て

し

ま

っ
 

て
、
そ
の
場
所
を
無
と
し
た
場
合
に
、
そ
し
て
そ
の
無
は
絶
対
無
と
い 

う
場
合
に
、
西
田
の
場
合
は
絶
対
無
と
場
所
そ
の
も
の
が
有
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
絶
対
無
の
場 

所
と
言
う
時
に
は
様
々
な
有
の
場
所
が
そ
の
絶
対
無
の
場
所
の
中
に
包 

括
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
る
、
西
田
の
考
え
の
中
で
は
そ
う
い 

う

こ

とだ
か
ら
。

小
野
寺
晚
年
の
西
田
の
論
文
の
中
に
二
箇
所
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
よ
ね
、 

三
位
一
体
に
触
れ
て
る
箇
所
が
。
明
日
そ
れ
、
問
題
に
し
た
い
と
思
う 

の
で
す
け
ど
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
し
か 

に
問
題
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
こ
は
再
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま 

す
が
。

阿
部
上
田
先
生
が「

場
所」

と

「

お
い
て
あ
る
も
の」

と
非
常
に
厳 

し

く
区
別
さ
れ
て
、あ
ら

ゆ

る意
味
で「

お
い
て
あ

る
も
の」

で
な
い 

も
の
が「

場
所」

と
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら

「

場 

所」

は
ど
う
し
て
も
対
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
。

一
切
の
対 象

化
の
働
き
が
そ
こ
で
成
り
立
つ
よ
う
な
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
、
そ
れ 

が
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
我
々
は
そ 

の
拡
が
り
の
中
に
出
て
お
る
の
で
あ
っ
て
拡
が
り
は
我
々
を
背
後
か
ら 

包
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
は
対
象
化
し
得
な
い 

が
、
そ
こ
で
歴
然
と
し
て
い
る
も
の
、
と
い
う
こ

と

じや
な
い
か
と
思 

い
ま
す
け
れ
ど
も
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
押
さ
え
て
三
位 

一
体
論
を
場
所
的
論
理
的
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
、
非
常
に
意
味
の 

あ
る
こ

と

じや
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
。
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
対 

象
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
れ
自
身
が
真
に
主
体
的
で
あ
る
と
。
し 

か
し
、
そ
れ
は
有
的
な
主
体
で
な
し
に
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は

一
切
の 

も
の
を
そ
こ
に
お
い
て
対
象
化
し
得
る
立
場
と
い
う
の
で
す
か
。
そ

し

I 

た
ら
絶
対
無
の
場
所
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
絶
対
無
如 

の
場
所
と
い
う
言
い
方
で
は

「

三
位
一
体
の
お
か
れ
て
あ
る
場
所

」

と

一
 

い
う
こ
と
に
解
釈
す
る
と
い
う
小
野
寺
さ
ん
の
御
主
張
は
非
常
に
適
切 

で
あ
り
、
そ
れ
は
意
義
深
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
上
田
先
生
か
ら
そ
れ
を
詳

し

く分
解
さ 

れ
ま

し

た

よ

うな
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題 

を
取
り
扱
う
限
り
は
、
綿
密
に
追
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま 

す
。そ

れ
と
、
い
ま
はそ

の

こ

とに
そ
れ
以
上
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
か 

と
思
い
ま
す
の
で
。
西
田
先
生
自
身
が
非
常
に
あ
る
意
味
で
は
キ
リ
ス 

ト
教
の
三
一
論
と
い
う
も
の
に
対
し
て
深
い
関
心
と
理
解
を
持
っ
て
お 

ら

れ
て
、
そ

こ

に与
え
ら
れ
た
問
題
に
対
す
る
場
合
の
有
力
な
手
懸
か



り
が
あ
る
わ
け
で
す
が
。
し
か
し
西
田
先
生
は
晚
年
、
こ
う
い
う
こ
と 

を
は
っ
き

り

と

おっ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

「

キ

リ

ス

ト

教
的
立 

場
か
ら
は
東
洋
的
無
の
立
場
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い

」

と
、『

全
集』 

第
十
巻
で
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
小
野
寺
さ
ん
ご
自
身
、
ど
う 

い
う
ふ
う
に
西
田
さ
ん
の
こ
と
ば
を
理
解
な
さ
る
の
か
、
う
か
が
い
た 

い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
こ
に
キ

リ

ス

ト

教的
立
場
か
ら
は
東
洋 

的
無
の
立
場
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
私
も
場
所
の
思
想
と 

結
び
つ
け
て
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
じ
ゃ 

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

小

野

寺

大
変
貴
重
な
ご
意
見
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後 

に
お
っ
し
ゃ
っ
た「

キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
か
ら
東
洋
的
無
の
立
場
に
至 

る
こ
と
が
で
き
な
い

」

と
い
う
言
葉
、
私
そ
れ
を
読
ん
で
、
も
し
そ
の 

立
場
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
根
本
的
に
深
い
出
会
い
は
な
い
の
だ
と
。 

私
の
よ
う
に
三
位I

体
の
一
と
い
う
も
の
を
無
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、 

西
田
さ
ん
の
考
え
方
と
の
調
和
が
計
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題 

意
識
が
あ
り
ま
し
て
ね
。

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」
と
は
た 

し
か
に
問
題
だ
と
思
っ
て
、
再
検
討
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま 

す
け
れ
ど
も
。
三
一
の

一

を
絶
対
無
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
そ
こ
に
信
仰 

と
自
覚
と
い
う
問
題
が
統
合
さ
れ
ま
す
の
で
、
深
く
出
会
う
可
能
性
は 

あ

る

とい
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

花
岡
い
ま
ま
で
の
よ
う
な
場
所
論
的
に
、
あ
る
い
は
聖
霊
論
と
場
所 

を
比
較
し
て
と
い
う
議
論
が
展
開
す
る
の
は
ひ
と
つ
の
方
法
と
思
う
の 

で
す
が
、
西
田
で
場
所
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
は
、
自
己
が
理
解 し

得
る
、
そ
れ
は
無
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
絶
対
無
の 

場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
向
か
ら
出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

西
田
哲
学
で
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
西
田
へ
の
そ
う
い
う
方
向
へ
行
く
方 

向
は
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
て
も
、
そ
の
場
所
論
と
聖
霊
論
で
比
較
し
て 

も
ぴ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
自
己
と
い
う
こ
と
を 

ど
こ
か
ら
理
解
し
て
い
く
か
。
聖
霊
論
と
場
所
論
で
や
っ
て
ま
す
と
大 

変
難
し
い
で
す
が
、
ち
よ
っ
と
そ
こ
に
自
己
と
い
う
問
題
を
入
れ
る
と
、

小
野
寺
先
生
の
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
聖
霊
論
が
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
理 

解
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
野

寺

全
く
そ
の
通
り
な
の
で
す
が
ね
。
自
己
が
ど
こ
か
ら
来
る
か
、 

と
い
う
問
題
で
す
が
。
や
は
り
旧
約
聖
書
の
ア
ダ
ム
と
ィ
ブ
の
楽
園
の

I 

話
が
あ
る
し
、
自
己
と
い
う
も
の
の
主
体
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
か

、

50 

禁
断
の
木
の
実
と
命
の
木
と
い
う
か
、
あ
の
話
に
象
徴
さ
れ
ま
す
よ
う
一 

に
、
命
の
木
の
実
を
食
べ
る
、
神
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
か
、
神
は
霊 

で
あ
っ
て
霊
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
主
体
を
お
く
と
い
う
生
き
方
が 

あ
っ
た
の
で
す
。
禁
断
の
木
の
実
と
い
う
か
善
悪
を
知
る
木
、
理
性
的 

な
も
の
が
究
極
の
主
体
と
考
え
た
時
に
、
楽
園
に
住
め
な
い
と
い
う
か
、 

そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
が
ず
っ
と
続
い
て
来
て
い
る
と
思
う 

の
で
、
や
は
り
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
そ
こ
に
き
て 

い
る
の
で
す
が
、
信
仰
と
理
性
と
い
う
図
式
で
は
も
う
駄
目
で
。
や
は 

り
霊
性
と
い
う
か
、
本
来
持
っ
て
い
る
宗
教
心
、

一
時
も
変
わ
ら
な
い 

宗
教
心
と
い
う
も
の
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
だ 

か
ら
自
己
と
い
う
も
の
を
ど
こ
か
ら
捉
え
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら



理
解
す
る
。
そ
の
時
は
じ
め
て
絶
対
無
と
い
う
、
あ
る
い
は
絶
対
無
の 

場
所
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

逆
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
い
ま
の
例
を
超
え
て
神
の
人
格
を 

超
え
た
三
位一

体
的
神
を
破
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
い
く
べ
き
で
は
な
い 

か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
私
も
多
分
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す 

が
、
三
位
一
体
の
神
を
破
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
い
く
と
い
う
、
そ
の
根 

拠
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
か
、
教
え
て
頂
き
た
い
。

花

岡

大
変
難
し
い
質
問
で
答
え
難
い
の
で
す
が
。
私
も
長
ら
く
そ
こ 

の
と
こ
ろ
を
考
え
て
ま
し
て
、

一

挙
に
聖
霊
の
遍
满
す
る
絶
対
無
の
場 

所
と
か
、
三
位1

体
そ
の
も
の
の
場
と
い
う
ふ
う
な
絶
対
無
の
場
所
と 

い
う
ふ
う
に
は
、
と
て
も
す
ぐ
に
は
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま 

し
て
、
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
。
時
代
に
よ
っ
て
、
い
ま 

ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
概
念
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な 

い
問
題
が
曰
々
の
生
活
と
か
、
学
問
の
中
に
は
多
く
あ
り
ま
し
て
、
既 

成
概
念
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
と
だ
け
で
は
、
さ
き
ほ
ど 

西
谷
先
生
の
お
名
前
を
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に 

突
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
が
あ
り
ま
し
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
仏
教
の

1 

番
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を

1

時 

代
か
ら
ず
っ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

簡
潔
に
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
絶
対
無
の
神
と
い
う
と
こ
ろ
で
な
い
と
、 

本
当
に
人
格
的
な
そ
う
い
う
在
り
方
と
科
学
的
な
対
象
化
そ
の
も
の
の 

機
械
、
人
工
頭
脳
の
よ
う
な
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
本
当
の
根
源
と
い 

う
、
そ

こ

か

ら両
者
が
出
てく
る

よ

うな
、
そ

こ

とい
う
の
は
や
は
り

絶
対
無
。

い
ま
ま
で
の
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
.

仏
教
だ
け
で
も
、
既
成 

の
も
の
は
ち
ょ
っ
と
お
い
て
お
い
て
、
自
分
の
問
題
を
ど
ん
ど
ん
考
え 

て
い
く
と
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
で
す
か
ら
根
拠
づ
け
は
全
く 

完
全
に
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
生
き
て
い
る
間
は
や
っ
て
い
き
た
い
と 

思
い
ま
す
が
。

司

会

者

明
日
、
先
生
は
い
ま
残
っ
て
い
る
質
問
で
い
ろ
い
ろ
と
答
え 

て
下
さ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
も
長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま 

し
た
。
で
は
ま
た
。


