
発
題
n 

聖
霊
と
三
位
一
体
論
再
考 
丨
場
の
神
学
の
立
場
か
らー

小
野
寺
功

一
第
二
パ
チ
カ

i
醫

変

化

き

“y

易

な

こ
れ
は
第
一
回
の
発
題
の
時
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
私
ど
も 

日
本
の
カ
ト
リッ
ク
者
に
と
っ
て
、
第
一
一
パ
チ
カ
ン
公
会
議

(

一
九
六 

二-
五)

の
も
つ
意
義
は
、
大
変
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ラ
テ
ン
語
か
ら
母
国
語
に
よ
る
典
礼
改
革
に
始
ま
っ
て
、 

「

典
礼
聖
歌
集」

(

一
九
七
八)

の
創
作
、「

新
共
同
訳
聖
書」(

一

九
八
七) 

の
実
現
な
ど
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
次
第
に
内
面 

化
さ
れ
て
、
文
学
や
思
想
面
、
霊
性
面
に
も
及
び
、
遠
藤
周
作
が
そ
う 

で
あ
っ
た
よ
う
に

「

日
本
人
に
と
っ
てキ
リ

ス

ト

教

と

は
何
か」

が

、 

本
格
的
に
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き

た

。

私
は
そ
う
し
た
時
代
背
景
の
中
で
、
た
ま
た
ま
西
田
幾
多
郎
の

「

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』

第
十
一
巻
、
四
六
ニ
頁

)

と
い
う
言 

葉
と
出
会
っ
て
深
く
共
感
し
、
ひ
た
す
ら
そ
の
方
向
に
曰
本
の
カ
ト
リ
ッ 

ク

神
学
の
可
能
性
を
追
求
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
生
ま
れ
て 試

み
で
は
な
く
、
初
代
教
父
時
代
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

「

聖
霊 

に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
、
父
へ

」

と
三
位一

体
の
神
秘
へ
の 

透
入
を
目
指
す「

道
の
神
学」

の
開
拓
を
求
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
様
な
問
題
意
識
を
も
つ
井
上
洋
治
神
父
が
、 

次
の
よ
う
に
発
言
さ
れ
て
い
る
の
は
適
切
で
あ
る
。

「

西
欧
の
正
統
思
想
家
た
ち
が
、
正
し
く

『

超
越
に
し
て
内
在
で
あ
る 

キ

リ

ス

ト

教

の
神』

を
把
握
し
て
い
たこ
と

は間
違
い
な
い
が
、
し
か 

し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
も
内
在
の
胄
が
！

に
な
つ 

て
い
た
こ

と

は否
め
な
い
よ
う
に
思
う
。

」
(『

創
文』

ニ
四
五
頁)

さ

ら

に井
上
神
父
は
、「

個
の
神
学
か
ら
場
の
神
学
へ

」
(『

布
教』

一
 

九
八
三
•
七)

と
い
う
論
文
の
中
で
、
神
を
対
象
と
し
て
の

「

実
体」 

と
し
て
で
は
な
く
、
根
底
と
し
て
の

「

場」

と

と

ら

え

る

こ

と

を

提
唱 

し
、
私
の
立
場
にも
言
及
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
てい
る

。

「

も
し
私
の
理
解
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
八
木
誠
一
氏
は
、
こ
の



「

無」

を

「

神
の
国」

と
と
ら
え
、「

統
合
へ
の
規
定」

を
こ
の「

無」
の
基
本
構
造
と
し
て
把
握
し
て
こ
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
し
、
ま
た
西
田 

哲
学
に
啓
蒙
さ
れ
つ
つ
、
小
野
寺
功
氏
は
、
こ
の

「

無」

を

「

三
位
一 

体
の
場
所」

と
し
て
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

」 

そ
し
て
さ

ら

に師
は
、
和
辻
哲
郎
の
古
事
記
の
神
々
を
通
し
て
の

「

神 

聖
な
る
無」

の
解
釈
に
ふ
れ
て「

私
は
こ
の
在
り
と
し
在
る
も
の
、
生 

き
と
し
生
け
る
も
の
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る

「

無」

、
キ

リ

ス

ト

教
 

的
に
い
え
ば
、「

三
位
一
体
の
神
の
場

」

を
無
意
識
に
求
め
続
け
て
き 

た
も
の
が
、
日
本
文
化
の
根
底
を
な
す
姿
勢
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ 

る」

と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
、
含
蓄
の
あ
る
発
言
を
敢
え
て
し
て
い 

るoそ
し
て
私
の「

日
本
的
霊
性
神
学

」
の
発
想
は
、
こ
の
井
上
神
父
の 

見
解
と
同
一
で
あ
り
、
今
後
こ
の
接
点
の
把
握
は
、
日
本
文
化
の
福
音 

化
の
た
め
に
、
計
り
知
れ
な
い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

ま
た
第11

パ
チ
ヵ
ン
公
会
議
以
後
、
今
日
ま
で
の
日
本
の
ヵ
ト
リ
ッ 

ク
の
出
版
物
や
思
想
の
動
向
を
精
細
に
調
査
研
究
さ
れ
た
加
藤
信
朗
は
、 

注
目
す
べ
き
傾
向
とし
て
次
の
三
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。

(『
地
球
時
代 

の
キ

リ

ス

ト

教

』

聖
心
女
子
大
学キ
リ

ス

ト

教文
化
研
究
所)

⑴
自
然
と
の 

協
和
、
⑵
道
の
重
視
、
⑶
三
位

一

体
の
神
の
生
命
へ
の
霊
に
よ
る
証
入
。

こ
の
中
で
特
に
私
が
関
心
を
寄
せ
て
い
る
重
要
問
題
は
、
⑶
の
三
位 

一
体
論
へ
の
関
心
の
高
ま
り
であ

る

。

加藤
に
よ
れ
ば
、
ョ

！ 
ロ

ッ

パ 

の
伝
統
神
学
に
お
い
て
は
、
三
位
一
体
論
は
人
知
の
及
ば
ぬ
神
秘
な
も 

の

と

し

て崇
め
ら
れ
、
特
に
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ

と

はな
か
つ

た

とい

う
、
ま

し

て曰
本
人
に
と

っ

ては
、
こ
の
扱
い
は
一
層
な
じ
め
な
い
も 

の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
意
外
な
こ
と
に
、
最
近
の
研
究
文
献
を
み
る
と
、
神
の
三 

位
一
体
に
つ
い
て
の
関
心
の
高
ま
り
が
み
ら
れ
、
そ
の
親
し
み
が
と
く 

に
聖
霊
論
を
通
し
て
作
り
出
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い 

る
。
そ
し
て
こ
れ
を
加
速
さ
せ
る
要
因
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
要
素
が 

挙
げ
ら
れ
て
い
て
大
変
興
味
深
い
。

w

そ

の
第
一
の
要
因
は
、
最
近
に
な
っ
て
急
速
に
ギ

リ

シ

ア教
父
の
伝 

統
、
東
方
教
会
の
神
学や
霊
性
の
研
究
が
盛
ん
に
な
って
き

た

こ

と

で
 

あ

る

。

そ

の一
例
と
し
て
はV .
01

ス

キ

の「

キ

リ

ス

ト

教東
方
の 

神
秘
思
想」

(

宮
本
久
雄
訳
、
勁
草
書
房

)

な
ど
が
あ

る

。

こ

こ

に

は
ヨ

ー
一
 

ロ

ッ

パ

と

も

違

う

ド

ス

ト

エ

フ

ス

キ

！

、

ソ

ロ

ヴ

イ

ヨ

フ

、

ペ

ル

ジ

ャ

ヱ
フ
を
生
み
出
し
た
精
神
風
土
が
あ
り
、
霊
の
働
き
に
よ
り

「

子」

の

一
 

形
に
化
せ
ら
れ
る「

人
間
神
化」

(theosls)

の
正
統
思
想
が
み
ら
れ 

る
。そ

し

て

こ

う

し

た
東
方
神
学
の
主
な
関
心
事
は
、

一
つ
の
本
質
と
か
、 

三
つ
の
ぺ
ル
ソ
ナ
で
は
な
く
、
理
性
的
に
一
一
律
背
反
的
な
三
位

|

体
や 

神
人
論
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
人
の
感
覚
に
非
常
に
近
い
。

(B
)
次
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ラ
テ
ン
教
父
の
中
で
、
ギ
リ
シ
ア
教
父 

に
つ
な
が
る
も
の
の
再
評
価
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え 

ば
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

「

三
位
一
体
論」

は
、
そ
の
両
面
を
備
え
て 

お
り
、
こ
れ
は
日
本
の
神
学
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
意
味
は
、
近
代
ヨ
！

n

ッ
パ
神
学
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
神
の



「
人
格
性」

と
い
う
観
念
も
、
個
に
定
位
す
る
限
り
、
三
位
一
体
の
生 

命
を
語
る
に
は
狭
す
ぎ
て
、
新
し
い
捉
え
直
し
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。 

(c
)
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
よ
り
広
い
神
学
的
反
省
が
西
田
哲
学
の 

「

場
所」

の
概
念
に
定
位
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
滝
沢
克
己
の
仕
事
は 

そ
の
先
駆
け
で
あ
る
。
上
田
閑
照
に
よ
る
西
田
の
場
所
の
理
解
は
示
唆 

的
で
あ
り
、
八
木
誠
一
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
も
、
三
位
一
体
へ
の
接 

近
が
み
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い
。

以
上
が
大
凡
の
加
藤
信
朗
の
洞
察
に
富
む
見
解
で
あ
る
、
私

の

「

三 

位
一
体
論
再
考」

の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

II、

実
存
的
三
位
一
体
論

と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
問
題
で
あ
る

「
三
位
一
体
論」

へ
の 

直
接
の
関
心
は
、
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
を
手
に
し
て
以
来
の
こ 

と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
今
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
教
理
学 

的
と
い
う
よ
り
は
、
心
理
学
的
な
も
の
で
、
む
し
ろ
生
得
的
と
い
っ
て 

よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
私
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は 

あ
る
が
、
ユ
ン
グ
の
子
ど
も
時
代
の
体
験
を
、
深
い
共
感
を
も
っ
て
読 

み
、
印
象
深
く
記
憶
に
と
ど
め
て
い
る
。

「

私
は
父
か
ら
堅
信
礼
の
教
え
を
受
け
た
の
を
よ
く
憶
え
て
い
る
。
そ 

の
教
義
問
答
書
は
、
私
を
言
い
難
い
ほ
ど
退
屈
さ
せ
た
。
何
か
興
味
あ 

る
こ

と

を見
出
す
た
め
に
、
そ
の
小
さ
な
本
を
め
く
る
と
、
私
の
視
線 

は
三
位
一
体
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
段
階
に
落
ち
た
。
そ
れ
は
私
に
は
、 

興
味
の
持
て
る
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
教
示
が
そ
の
個
所
に
来
る
ま
で
、

い
ら
い
ら
し
て
待
っ
た
。
し
か
し
長
々
と
続
い
た
そ
の
教
え
が
そ
こ
に 

到
達
す
る
と
、
父

は「

こ
の
箇
所
は
と
ば
す
こ
と
に
し
よ
う
。
私
の
力 

量
で
は
こ
れ
を
理
解
し
か
ね
る
か
ら

」

と
言
っ
た
。
こ
の
言
葉
で
、
私 

の
最
上
の
望
み
は
葬
り
去
ら
れ
た
の

で

あ

る

。

」
(『

人
間
心
理
と
宗
教

』 

久
保
田
圭
伍
訳
、
一
〇11

頁)

ユ
ン
グ
は
少
年
時
代
の
こ
の
よ
う
な
挫
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
在 

の
神
秘
に
対
す
る
問
題
意
識
を
持
続
し
、
ず
っ
と
後
に

「

三
位
一
体
の 

教
義
に
対
す
る
心
理
的
ア
プ
ロ
！
チ

」

と
い
う
本
を
著
し
て
い
る
。
こ 

の
さ
さ
や
か
な
事
件
は
、
宗
教
は
直
接
的
な
体
験
や
生
の
源
泉
で
あ
る 

と
み
な
す
ユ
ン
グ
の
見
方
と
、
父
が
信
じ
て
い
た
教
理
的
、

一
般
的
な 

見
方
と
の
距
離
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
事
情
は
現
代
も
そ
う 

変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

私
が
大
学
院
生
の
時
代
、
西
田
哲
学
の
影
響
も
あ
っ
て
、
西
田
哲
学 

と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
接
点
は
、

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」 

で
あ
る
と
い
う
着
想
を
得
た
時
、
そ
れ
で
は
四
位
一
体
と
な
り
異
端
と 

な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
あ
る
哲
学
教
授
か
ら
に
べ
も
な
く
批
判
さ
れ 

た
こ
と
を
思
い
出
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
ユ
ン
グ
が
、
三
位
一
体
は 

心
理
学
的
に
は
四
位
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
と
、 

ど
こ
か
で
通
底
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。

今
考
え
て
み
れ
ば
、
西
田
の

「

絶
対
無
の
場
所」

の
思
想
な
し
に
こ 

の
問
題
の
解
決
は
困
難
で
あ
り
、
私
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
確
立
へ
の
歩 

み
は
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
てス
タ

！

ト

した
と
い
え
る
。

そ
の
場
合
、
西
田
哲
学
を
媒
介
す
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
形
成
に
最

-68



も
深
い
解
決
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
宗
教
哲
学
の
創
始 

者
で
あ

る

ウ

ラ

ジ

ミ
エ
ル
•
ソロ
ヴ

ィ

ヨ

フ

で

あ

った
。
周
知
のよ
う
 

に
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
は
、
東
方
と
西
方
を
つ
な
ぐ
橋
で
あ
り
、
二
つ
の
世 

界
の
思
想
的
接
触
の
キ

ー

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
確 

か
に
彼
に
は「
三
位I

体
的
ソ
フ
ィ
ア
論

」

と
い
う
形
で
、
西
田
の
場 

所
的
思
想
と
接
触
する
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

私
が
西
田
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
最
初
に
書
い
た
論
文
が

「

場
所
的 

論
理
と
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観

」
(『

ヵ
ト
リ
ッ
ク
研
究

』

第
二
五
号
、

一
 

九
七
四
年)

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
徹
底
す
る
形
で

「

三

位I

体
の
お 

い
て
あ

る
場
所—

W
.
ソ

ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ

の

ソ

フ

ィ

ア
論
と
絶
対
無」 

(『

清
泉
女
子
大
学
紀
要

』

ニ
五
、
一
九
七
七
年

)

と
い
う
論
文
に
ま
と
め
た
。 

そ
し
て
以
後
こ
れ
が
私
の
変
わ
る
こ
と
の
な
い
根
本
思
想
に
な

っ
て
い 

る

。こ
う
し
て
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
人
論
や
三
位

一
体
論
を
、
場
所 

的
に
把
握
する
こ
と
に
よ
っ
て
、イ

エ

ス
•
キ
リ
ス
ト
がも
た

ら

さ

れ
 

た
救
い
が
絶
対
で
あ
る
根
拠
が
、
三
位

一

体
な
る
神
の
い
の
ち
を
生
き 

る
こ
と
、
そ

の「

神
化」
(theosis )

の
道
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た 

の
で
あ
る
。
し
か
し
神
化
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
神
に
あ
ず
か
る
こ
と
で 

あ
っ
て
、「

聖
霊
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
、
神
の
も

と

へ」

と 

導
か
れ
る「

内
在
的
超
越
の
道

」

を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
西
田
の 

言

う「

内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト

」

と
は
、
明
ら
か
に
こ
の
方
向
性
で 

あ
る
。

西
田
は
こ
の
事
柄
の
重
要
性
を
、
ソ
ロ
ヴ
イ
ヨ
フ
と
親
交
の
あ
っ
た ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ

ー

に
託
し
て
、
次
の
よ
ぅ
に
主
張
し
て
い
る
。

「

今 

日
世
界
史
的
立
場
に
立
つ
日
本
精
神
と
し
て
は
、
何
処
ま
で
も
終
末
論 

的
に
、
深
刻
に
、
ド
ス
トエ
フ
ス
キー

的
な
る
も
の
を
含
ん
で
こ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
新
た
な
る
世
界
文
化
の
出
発
点
と
も
な
る 

の
で
あ
る
。ド
ス

ト

エ

フ

ス

キ

ー

は
、
ゑ
を
そ
の_

点(vanishing 

■ao
l
n
t
)

に
お
い
て
見
た
と
云
は
れ
る
。
し
か
し
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
！

的
精
神
は
平
常
底
と
結
合
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
ロ
シ
ア
的
な
る
も
の 

と
日
本
的
な
る
も
の
と
の
相
違
が
あ
る
。

」
(『

全
集』

第
十一

巻
、
四
五 

O
I
四
五
一
頁)

こ
こ
で
西
田
は
、
新
た
な
世
界
文
化
の
出
立
点
を
、
ロ
シ
ア
的
な
も 

の
と
日
本
的
な
も
の
の
出
会
い
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ

「

内

在

一 

的
超
越
の
キ
リ
ス
ト

」

を
現
成
さ
せ
る
場
、

「

三
位一

体
の
神
の
場」

、
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あ
る
い
は「

聖
霊
の
場」

の
確
立
を
さ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。一

キ
リ
ス
ト
教
は
よ
く
愛
の
宗
教
であ

る

とい
わ
れ
る
が
、

一
方
で
は 

そ
れ
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
の
も
た
ら
さ
れ
た
福
音
の
本
質
が
、
神
は 

霊
的
被
造
物
を
最
終
的
に
、
御
自
分
の
内
的
生
命
活
動

(

聖
三
位
の
生 

命)

に
直
接
参
与
さ
せ
る
こ
と
にあ
る

。

む

し

ろ
こ
れ
が
第
一
義
で
、 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
原
点
をこ
こ

に置
く
時
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
も
独 

自
性
を
も
ち
、
真
の
自
己
実
現
も
可
能
に
な
っ

て

く

る

の

で

あ

る

。

聖
書
に
は「

そ
れ
ゆ
え
、
あ
な
た
が
た
は
行
っ
て
、
あ

ら

ゆ

る国
の 

人
々
を
弟
子
に
し
な
さ
い
。
そ
し
て
父
、
子
、
聖
霊
の
御
名
に
よ
っ
て 

パ
プ
テ

ス
マ
を
授
け…

」
(

マ
タ

ィ
二
八.

一

九)

と

あ

る

。そ
れ
に
よ 

れ
ば
神
の
摂
理
の
目
的
は
、
ひ
と
え
に
わ
れ
わ
れ
に
三
位
一
体
を
啓
示



し
、
神
の
満
ち
溢
れ
る
生
命
の
豊
か
さ
に
あ
ず
か
ら
せ
る
こ
と
に
あ
る
。 

そ
れ
ゆ
え
、
信
仰
に
生
き
る
こ
と
は
、
三
位
一
体
な
る
神
の
生
命
の
内 

に
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

で
は
キ

リ

ス

トに
お
い
て
神
の
栄
光
が
現
れ
た
と
い
う
事
実
を
、
わ 

れ
わ
れ
は
何
に
よ
っ
て
知
る
の
か
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
三
位

I

体
に
心 

を
向
け
る
た
め
に
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
霊 

に
導
か
れ
て
知
る
以
外
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ

イ

エ 

ス
自
身
に
よ
っ
て
確
言
さ
れ
て
い
る
。

(

ヨ

ハ

ネ一
四.

一

五
丄
i
o
、

1
1 

五
丄1

六)

こ
の
点
弟
子
た
ち
も
真
に

「

イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る

」

と
は
っ 

き
り
分
か
っ
た
の
は
、
聖
霊
降
臨
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
三
位
一
体
の
内 

実
が
霊
性
的
自
覚
と
深
く
関
係
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
も

、

ド

ス

ト

エ

フ
ス
キ
ー
や
ソ

ロ
ヴ
イ

ヨ
フ
、
あ
る
い
は
ト
ル
ス 

イ
ト
の
共
通
の
師
で
あ
っ
たN

•
ヒ
ョ
ド
ロ
フ
が
、

「
三
位
一
体
の
生 

命
は
霊
覚
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
教
育
、
知
識
で
あ
る
。

」 

(『

共
同
事
業
の
哲
学

』

高
橋
輝
正
訳
、I

六
一
頁)

と
の
べ
て
い
る
の
は
卓 

見
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
日
本
的
霊
性
の
自
覚
の
論
理
と
し
て
の
西 

田
哲
学
と
、
三
位
一
体
の
啓
示
宗
教
の
神
学
を
一
つ
に
統
合
し
よ
う
と 

す
る
私
の「

三
位
一
体
の
場
の
神
学

」

、
な
い
し
は「

聖
霊
神
学」

に 

は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い

る

と思
う
。

こ
れ
を
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ
の
発
想
に
お
い
て
は
、
内
在
的
超
越 

の
神
は
超
越
的
内
在
の
神
と
相
即
的
で
あ
り
、
こ
の
啓
示
の

一
1

様
式
は
、

三
位
一
体
論
的
に
の
み
は
じ
め
て
全
一
的
に
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。

1-1、

西
田
の
逢
坂
元
吉
郎
宛
の
手
紙

以
上
の
よ
う
に
、
私

が

「

西
田
哲
学
か
ら
聖
霊
神
学
へ

」

と
歩
む
過 

程
で
、
次
第
に
三
位

I

体
論
の
問
題
に
深
入
り
し
て
き
た
の
は
、
西
田 

自
身
が
そ
れ
に
関
し
て
並
み
並
み
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た

こ

と

に
 

触
発
さ
れ
た
点
が
大
き
い
。
こ
れ
を
最
も
良
く
示
す
i

は
、
か
つ
て 

西
田
の
四
高
時
代
の
教
え
子
で
あ
り
、
卓
越
し
た
牧
師
で
も
あ
っ
た
逢 

坂
元
吉
郎
に
あ
て
た
次
の
手
紙
で
あ
る
。

「

お
手
紙
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
媒
介
と
し
て
の
私
の
所
謂

「

無」

一
 

と
い
ふ
も
の
は「

無」

と
い
う
語
に
よ
っ
て
人
が
す
ぐ
想
像
す
る
如
き
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非
人
情
的
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
私
の
無
の
自
覚
と
い
ふ
の
は

A
g
a
p
e

の

一
 

意
味
を
有
す
る
も
の
に
て
三
位

|

体
のC

o
e
q
u
a
l
i
t
y

の
意
味
も
で
て 

く
る
と
思
ふ
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
客
体
的
な
存
続
の
権
威
を
失
ふ
に
あ
ら
ず
。
却
っ
て
そ
れ 

が
な
け
れ
ば
、
私
の
自
己
の
中
に
絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自 

覚
す
る
と
い
う
意
味
が
な
く
な
る
の
で
す
。
こ
の
点
誤
解
な
き
よ
う
願 

い
た
い
。

」
(『

全
集』

第
十
九
巻
、
四
六
五

—

四
六
六
頁)

逢
坂
は
生
前
よ
く「

ぼ
く
は
西
田
か
ら
哲
学
を
き
き
、
彼
に
神
学
を 

教
え
た」

(

石
黒
美
種
篇『

逢
坂
元
吉
郎
の
生
涯
と
思
想

』

八
六
頁)

と
語
っ 

た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
手
紙
に
は
相
互
の
見
解
が
見
事
に
反
映 

し
て
い
る
。



こ
の
時
期
の
逢
坂
は
、
西
田
の
ト
ポ
ロ
ギ
ー
哲
学
に
対
し
て
、
深
い 

理
解
と
共
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
な
き
神
秘
主
義
を 

批
判
し
、
自
分
の
立
場
は
客
観
の
三
位
一
体
を
上
に
見
る
も
の
と
い
う 

一
貫
し
た
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
西
田
は
、
自
分
の
考
え 

は
、
む
し
ろ
三
位1

体
のC

o
e
q
u
a
l
i
t
y

に
即
す
る
も
の
と
い
う
実
に 

興
味
あ
る
正
確
な
解
答
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
重
要
な
問
題
の 

脈
動
点
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
特
に
逢
坂
元
吉
郎
の
信
仰
に
注
目
す
る
の
は
、
他 

の
な
に
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
を
三
位
一
体
の
中
に
見
て
、
そ
の 

交
わ
り
に
入
っ
て
行
く
の
が
信
仰
生
活
の
眼
目
と
考
え
、
そ
れ
の
み
が 

哲
学
に
勝
つ
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

逢
坂
は
四
十
四
、
五
歳
の
頃
、
大
患
を
経
験
し
、
文
化
人
の
キ
リ
ス 

ト
教
か
ら
霊
的
キ
リ
ス
ト
教
へ
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を

と

げ

た

。 

そ
の
後
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
へ
と
研
究
を
進
め
、 

n

一
一
位一

体
論」

を
読
ん
だ
時
は
、
手
が
震
え
る
程
の
感
動
を
経
験
し 

た

と

い

う

。し
か
し
根
源
をi

し

て

や

ま

な

い
彼
は
、
ア
ウグ

ス
テ
ィ 

ヌ
ス
か
ら
さ
らに
溯
っ
て
ギ
リ
シ

ア
教
父
に
着
目
する
よ

う

に
な
っ
た

。

そ
の
理
由
は
、「

例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
教
父
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス 

の
プ
ラ
ン卜

ン
的
説
明
よ
り
も
、
も
っ
と
受
肉
の
真
理
を
端
的
に
語
っ 

て
い
る」

(『

逢
坂
選
集』

中
巻
、
五
二
三
頁

)

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ 

る
。
そ
し
て
例
え
ば
イレ
ナ
イ
オ
ス
や
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
、
ア
夕
ナ
シ 

ウ
ス
な
ど
の「

正
統
派
教
父
ら
は
、
い
つ
も
客
観
の
三
位
一
体
の
神
を 

基
本
と
し
、
そ
の
身
体
で
あ
る
教
会
の
樹
立
と
発
展
と
が
彼
ら
の
主
題 と

な
っ
て
い
る」
(

同
下
巻
、
三
八
四
頁

)

と
い
う
点
が
評
価
さ
れ
て
い 

る
oこ

う
し
た1

か
ら
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
し
い
伝
統
は
、
使
徒 

た

ち

か

ら紀
元
四
世
紀ご

ろ

ま

で

の初
代
教
会
の
中
に
生
き
てお

り

、 

わ
れ
わ
れ
の
還
る
ベ
き
と
こ
ろ
は
東
西
^W

分
裂S

S
A
J

考
え
る
に
到
っ 

た

。
そ
し
て
彼
が
初
代
教
父
達
に
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
見
出
し
た
も 

の
は
、
⑴
三
位一

体
の
神
へ
の
信
仰
、
⑵
受
肉
の
キ
リ
ス
ト
、
⑶
こ
の 

根
源
に
つ
ら
な
る
肢
体
経
験
の
三
つ
で
あ
っ
た
。

逢
坂
の
考
え
は
、
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
中
心
的
で
あ
る
が
、

一
方 

m

ハ
ネ
福
音
書
に
従
っ
て
聖
霊
を
非
常
に
重
i

し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ 

に
お
い
て
は
、
聖
霊
は
と
く
に

「

別
の
助
け
主」

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
一 

が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
霊
の
果
た
す
役
割
は
、
三
位
一
体
と
し
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て
父
と
子
を
結
ぶ
絆
で
あ
る
と
と
も
に
、
神
と
人
の
媒
介
者
と
し
て
、

一
 

超
越
即
内
在
、
内
在
的
超
越
に
お
け
る
即
非
の
働
き
を
も
っ
て
、
わ
れ 

わ
れ
を
聖
霊
の
体
た
らし

め

るも
の
で
あ
る
。

こ

う

し

て逢
坂
は
、
さ

ら

に西
田
と
の
交
流
を
通
し
て
主
観•
客

観
 

の一

一
元
的
対
立
と
い
う
近
代
的
な
認
識
論
の
図
式
を
乗
り
越
え
、
ト
ポ 

ロ
ギ
ー
神
学
的
発
想
に
接
近
する
と
共
に
、
近
代
プ
ロテ
ス
タ
ン
ト
の 

枠
を
突
破
し
、
内
村
の
無
教
会
主
義
と
逆
方
向
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
清 

冽
な
源
流
へ
と
回
帰
する
こ
と
に
な
っ
た
の
であ

る

。

こ
の
意
味
で
逢
坂
の
信
仰
思
想
は
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
や
ニ

ユ
ー
マ
ン 

的
で
あ
る
と
も
言
え
、
第

一

一
パ
チ
カ
ン
公
会
議
の
カ
ト
リ
ッ
ク
路
線
と 

つ
な
が
る
も
の
が
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
エ
ク
メ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
者
で



あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

ま
た
一
方
熊
野
義
隆
に
よ
れ
ば
、
逢
坂
の
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
三 

位I

体
論
へ
の
関
心
は
、
西
田
幾
多
郎
の
示
唆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ 

と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
二
人
の
隔
意
の
な
い
思
想
交
流
は
実
に
密
接 

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
西
田
に
は

「

ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
三
位

I

连
珊」

(『

智
山
学
報』

第
五
号)
と
い
う
論
文
も
あ
り
、
彼
の
い
う

「

自
覚」

が
、 

三
位一

体
の
映
像
を
指
す
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
も
う

一

度
西
田
か
ら
逢
坂
あ
て
の
書 

簡
を
見
る
と
、
三
位
一
体
と
絶
対
無
の
関
係
の
場
が
よ
く
見
え
て
く
る
。 

そ
し
て
、一

一
人
は
相
互
に
相
接
し
つ
つ
も
、

「

三
位一

体
の
お
い
て
あ 

る
場
所」

と
い
う
発
想
に
は
到
達
し
て
い
な
い
。

先
に
も
み
た
よ
う
に
、
逢
坂
は
西
田
の
ト
ポ
ロ
ギ
ー
的

(

場
所
的) 

歴
史
観
に
は
賛
成
で
あ
り
、
自
分
の
直
観
に
援
兵
が
与
え
ら
れ
た
よ
う 

な
気
が
す
る
と
さ
え
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
た
だ
一
つ
逢
坂
の
西 

田
へ
の
不
満
は
、

「

弁
証
法
的
一
般
者

」

な
ど
と
い
う
言
い
方
で
は
、 

釈
迦
も
な
く
キ
リ
ス
ト
も
な
く

「

た
だ
矛
盾
の
主
体
が
神
で
あ
る
と
い 

う
の
は
、
ま
こ
と
に
物
足
り
な
い
次
第
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト 

が
自
ら
空
し
う
し
て
人
に
な
っ
た
と
か
、
忍
び
難
い
十
字
架
の
苦
し
み 

に
堪
え
た
と
か
い
う
謙
仰
の
事
実
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

」
(『

著
作
集』

上
、
二 I

五
頁)

と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
西
田
の
思
想
に
は
キ
リ 

ス
ト
の
身
体
と
か
、
教
会
と
い
う
こ
と
が
加
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ 

た
。
そ
こ
か
ら
逢
坂
の

「

私
ら
は
や
は
り
三
位
一
体
の
神
を
上
に
見
る 

も
の
で
す」

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
西
田
の
よ
っ
て
立
つ
究
極
の
立
脚
地
は

「

神
は
絶
対 

無
で
あ
る」

(『

全
集』

第
十一

巻
、
一一

九
頁)

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
こ
れ
は
同
時
に
、

「

真
の
神
は
所
謂
精
神
で
は
な
く
し
て
、
寧 

ろ
西
洋
で
は
神
秘i

の
云
っ
た
如
き
ゴ
ッ
ト
ハ
ィ
ト
で
あ
る
。
般
若 

の
空
で
あ
る
。

」
(

同
、
一
三一

頁)

と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま

た

1

方
で 

は
以
上
の
立
場
を
踏
ま
え
た
上
で
、
さ
ら
に
厳
し
く

「

キ
リ
ス
ト
教
の 

立
場
か
ら
は
、
東
洋
的
無
に
到
る
こ
と
は
で
き
な
い

」
(『

全
集』

第
十 

巻
、
四
六
八
頁

)

と
迫
っ
て
い
る
場
面
も
あ
る
。

果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
で
は
そ 

う
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
と 

も
あ
れ
、
西
田
の
い
う

「

絶
対
の
神」

と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
超
越
す
る

I 

と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
を
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
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い
る
。
そ
し
て
真
の
キ
リ
ス
ト
教
的
神
は
、

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一一

 

的
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
、
真
の
創
造
者
と
創
造
物
と
の
関
係
が
考 

へ
ら
れ
る」

(『

全
集』

第
十
一
巻
、
一
三
ニ
頁

)

と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
は
、
三
位

I

体
の
場
の
解
釈
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
が
、

西
田
と
逢
坂
に
お
い
て
も
、
相
互
に
深
く
相
接
し
つ
つ
、

つ
い
に
解
決 

に
到
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
曰
本
の
神
学
の
な
い
し
は
宗
教
哲 

学
の
課
題
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
本 

問
題
で
あ

る

、可
能
な
限
り
私
の
解
釈
を
試
み
た
い
と
思
う
。

四
、
三
位I

体
の
場
の
解
釈

そ
の
場
合
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
西
田
か
ら
逢
坂
宛
の
手
紙
の
後



半
に
あ
っ
た「

私
の
自
己
の
中
に
絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自 

覚
す
る」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
西
田
に
お
い
て
は
、

「

宗
教
の
立
場
は
自
覚
の
立 

場」
(『

全
集』

第
十
一
巻
、

一
三
七
頁

)

と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は 

「

自
己
の
心
霊
上
の
事
実

」
(

同
、
三
七
三
頁

)

と
し
て
の「

霊
性
的
自 

覚」

を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
自
覚
と
い
う
の
は
、

「

自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る

」 

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

「

自
己
が
自
己
を
超
え
て
他
に
対
す
る 

こ
と
に
よ
つ
て
の
み
起
こ
る

」
(

同
、
三
七
八
頁

)

の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
根
本
問
題
を
考
え
る
場 

合
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
覚
の
位
置
づ
け
を
図
る
必
要
が

あ

る

と

思

う

。 

従
来
、
西
洋
で
発
達
し
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
理
性
と
信
仰
の

一

一
大 

契
機
に
よ
って
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、そ
こ

に

こ

れ

ら

を
統
合
す
る
究 

極
の
原
理
的
解
釈
は
見
ら
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
田
が
こ
こ 

で
提
起
し
て
い
る

「

自
覚」

の
立
場
は
、「

信
仰
と
理
性」

と
い
う
図 

式
を
超
え
た「

信
と
覚」

と
い
う
主
体
性
内
部
の
自
己
認
識
の
問
題
で 

あ

る

。

そ
の
場
合
、
聖
霊
神
学
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
真
の
自
己
認
識
に
到 

達
さ
せ
る
も
の
は
、
理
性
的
反
省
と
い
う
よ
り
は
、
霊
性
的
自
覚
で
あ 

り
、
絶
対
他
者
と
し
て
の
聖
霊
の
導
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
霊
神 

学
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
に
立
脚
し
つ
つ
も
、 

日
本
的
、
東
洋
的
伝
統
に
立
つ
西
田
哲
学
に
も
深
く
対
応
す
る
こ
と
が 

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
西
田
も
ま
た

「

自
覚」

の

立
場
か
ら
や

は

り「

絶
対
の
他」

と

い

う問
題
に
逢
着
し
、こ
れ

を
 

「

客
観
的
存
練」

と
表
現
し
て
い
る
の
であ

る

と思
う
。
そ
し
てこ
れ
 

は
西
田
が
か
つ
て「

超
越
的
述
語
面」

と
呼
ん
で
き

た

も

の

と同
一
で 

あ

る

。

そ
し
て
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
関
係
が
、
西
田
自
身
高
く
評
価
し
た
逢 

坂
元
吉
郎
の
祈
り
の
解
釈
の
中
に
見
ら
れ
る
。
少
し
長
い
が
引
用
し
て 

み
る
こ
と
に
す
る
。

「

祈
り
は
常
に
客
観
的
主
観
で
あ
る
。
客
観
的
主
観
と
は
超
越
の
三
一 

神
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
我
ら
人
間
の
三
一
的
存
在
で
あ
る
。
我
ら
自
身 

の
う
ち
に
造
ら
れ
た
三
一
的
存
在
と
は
、
自
己
の
中
に
自
己
を
愛
し
、 

ま
た
信
じ
望
む
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
自
己
の
構
成
に
お
け
る
存
在
は
、
上
な
る
構
成
の
三
一
神
か 

ら
照
ら
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
た
だ
主
観
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ 

え
に
照
ら
し
照
ら
さ
れ
る
こ
ろ
が
祈
り
で
あ
る
。
そ
し
て
初
め
て
対
祷 

が
起
こ
り
、
し
か
し
ま
た
活
動
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ 

ス
の
言
う
と
こ
ろ
で
、

「

も
し
こ
の
神
学
に
立
つ
な
ら
ば
、
祈
り
は
対 

祷
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
愛
祷
で
あ
る
。
愛
祷
は
二
つ
の
対
象
で
あ
る 

と
共
に
、
ま
た
自
己
の
中
に
こ
の
対
象
か
ら
来
る
自
己
の
構
成
を
発
見 

す
る
も
の
で
あ
る
。

」
(『

続
受
肉
の
半
リ
ス
ト

』

新
教
出
版
社
、
ニ
四
五
頁

)

こ
の
よ
う
に
逢
坂
に
よ
れ
ば
、
人
は
元
来
神
と
の
共
在
の
像
に
お
い 

て
造
ら
れ
た
も
の
で
、
現
状
で
い
か
に
墜
落
し
て
い
た
と
し
て
も
、
上 

か
ら
の
光
に
写
映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
原
像
を
覚
醒
し
、
低 

き
自
己
は
上
天
の
キ
リ
ス
ト
を
知
る
自
己
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
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い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
逢
坂
の
発
想
に
は
、
明
ら
か
に
自
己
に
徹
し
、
自
己
に
お
け
る 

一
般
を
経
験
す
る
対
祷
の
道
を
教
え
る
と
い
う
西
田
の
見
解
と
の
同
一 

構
造
が
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
西
田
の
自
覚
の 

論
理
は
、
神
の
永
遠
の
受
肉
体
と
し
て
の
ィ
エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
を
排
除 

す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
写
映
さ
れ
、
場
所
的 

論
理
に
こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
に
よ
っ
て
西
田
の
逢
坂
宛
書
簡
の
背
景
が
明
ら
か
に
な

っ

た

と
 

思
う
が
、
逆
に
逢
坂
が
西
田
の
場
所
的
論
理
に
よ
っ
て
、
新
た
な
神
学 

の
可
能
性
を
予
感
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ 

る
。「

西
田
さ
ん
の
卜
ポ
ロ
ギ

ー

哲

学(
場
所
的)

は
形
相
論
で
あ
り 

ま
す
が
、
漸

く
哲
学
が
こ
れ
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
プ
ロ
テ

ス 

タ
ン
ト
の
霊
的
一
方
論
が
揺
ら
ぎ

…
…

根
底
か
ら
神
学
は
樹
立
を
す
る 

域
に
あ
り
ま
す
。

」
(『

受
肉
の
キ

リ

ス

ト

』

ニ
六
四
頁)

し
か
し
彼
は
、
十
分
に
こ
の
仕
事
を
果
た
す
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。

一
方
西
田
は
逢
坂
へ
の
手
紙
の
内
容
を
一
歩
進
め
た
形
で
、
次
の
よ 

う
にr

三
位
一
体
論」

を
解
釈
し
て
い
る
。

「

永
遠
の
生
命
の
世
界
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
表
現
を
も
っ
て
す
れ
ば
、 

そ
の
根
底
に
お
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
。
是
故
に
歴
史
的
世
界
に
於
い
て
は
、
す
べ 

て
有
る
も
の
は
、
永
遠
の
生
命
の
器
官
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

」 

(『

全
集』

第
十
一
巻
、
三
三
三
頁

)

こ
の
内
容
を
私
な
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
絶
対
無
と
し
て
の
永
遠
の
生 命

の
世
界
は
、
絶
対
者
の
息
見1

と
し
て
、
三
位
一
体
の
構
造
を
持
っ 

て
お
り
、
所
造
的
、
歴
史
的
世
界
は
そ
れ
を
映
す
場
で
あ
り
、
身
体
の 

意
味
を
も
つ
と
い
う
意
味
であ

る

と思
う
。
そ
し
て
更
に
、
西
田
は
こ 

れ
と
同
一
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「

絶
対
者
の
自
己
表
現
が
、
宗
教
的
に
神
の
啓
示
と
考
え
ら
れ
る
も
の 

で
あ
り
、
か
か
る
自
己
形
成
が
宗
教
的
に
神
の
意
志
と
考
え
ら
れ
る
も 

の
で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と

し

て絶
対
現
在
的
世
界
は
、
何 

処
ま
で
も
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
、
自
己
の
中
に
自
己
の
焦
点
を
有 

つ
。
か
か
る
動
的
焦
点
を
中
軸
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
形 

成
し
て
い
く
。
此
に
父
な
る
神
と
子
と
聖
霊
と
の
三
位
一
体
的
関
係
を 

見
る
こ

と

が

で

き

る

。

」
(

同
、
四
〇
三
頁

) 

一

こ

う

し

て唯
一
的
個
は
、
絶
対
的一
者
の
自
己
射
映
点
とな

る

。

そ
74 

し
て
続
い
て「

我
々
の
人
格
的
自
己
は
、
右
の
如
き
世
界
の
三
位
一
体

一
 

的
関
係
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る

」

と
、
は
っ
き
り
とキ
リ

ス

ト

教

と
 

の
接
続
を
肯
定
し
て
い
る
。し

か

し絶
対
無
の
場
所
と
三
位
一
体
論
が 

ど
う
関
係
す
る
の
か
、
そ
の
論
理
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
何
も
言
及 

す

る

と

こ

ろ

が

な

い

。

し
か
し
私
の
考
え
で
は
、
問
題
を
解
く
鍵
は
、
や
は
り
西
田
か
ら
逢 

坂
宛
の
手
紙
の
中
に
あ
る

「

三
位
一
体
的
のCoequality

と
い
う
言 

葉
の
中
に
あ
る
と
思
う
。
た
だ
そ
れ
を
検
討
す
る
前
に
、
キ
リ
ス
ト
教 

の
歴
史
に
お
け
る
三
位

一

体
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が 

あ
る
か
も

し

れな
い
。
三
位
一
体
と
は一
般
に
は
な
じ
み
の
な
い
言
葉 

で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
番
深
い
内
容
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
教



義
の
基
礎
は
す
で
に
新
約
聖
書
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。

そ

し

て一

般
的 

に
は
、
イ

エ

ス
.

キ

リ

ス

ト

に

よ

っ
て

啓

示

さ

れ

た
神
は
、
父

と

子

と
 

聖
霊
の
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
有
し
、
同
一
の
本
質
を
共
有
し
な
が
ら
、 

唯
一
の
実

体

と

し

て存
在
す
る

と

理

解

さ

れ

て

き

た

と

思
う
。

そ
し
て
こ
の
内
容
の
定
式
化
で
あ
る

t
r
s

 

personae, 

una 

s
b
s
t
a
n
t
i
a

と
い
う
表
現
は
、
既
に
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
用 

い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
教
理
の
確
定
ま
で
に
は
、
ニ
ケ
ア

(

三 

1

一
五)

、
コ
ン
ス

タ

ン

チ

ノ

ー

ブ
ル(

三
八一

)

、
力

ケ
ル
ド
ン(

四
五
一)

の
公
会
議
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
特
に
四
世
紀
は
、
こ
の
神
学
論
争
に 

明
け
暮
れ
る
ほ
ど
の
難
問
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
争
に
最
も
深
い
解
明
を
与
え
た
の
が
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の 

r

三
位
一
体
論」

で
、
彼
は
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
神
の
存
在
に
お

け

る
 

「

関
係
実
在
の
概
念

」

で
説
明
し
、
三
神
論
に
陥
る
危
険
性
を
克
服
し 

よ

う

と

し

て

い

る

。

そ
し
て
三
位
一
体
の
神
秘
は
、
啓
示
と
信
仰
に
よ
っ
て
も
理
性
的
把 

握
は
困
難
と
見
て
、
人
間
の
精
神
.

認
識•

愛
、
あ
る
い
は
記
憶.

知 

性
•
愛
な
ど
の
三
一
性
と
の
類
比
に
よ
る
説
明
を
試
み
て
い
る
。
た
だ 

西
田
哲
学
と
の
関
連
で
、
三
位
一
体
論
を
考
察
す
る
場
合
、
ア
ゥ
グ
ス 

テ
ィ
ヌ
ス
と
並
ん
で
最
も
参
考
に
な
っ
た
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学 

で
あ
っ
て
、
彼
の
弁
証
論
的
思
考
は
、
田
辺
元
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う 

に
、
明
ら
か
に
三
位
一
体
の
ド
グ
マ
を
中
心
と
す
る
宗
教
の
自
覚
の
論 

理
化
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
西
田
の
絶
対
弁
証
法
は
、
へ
ー
ゲ
ル
や 

マ
ル
ク
ス
の
過
程
弁
証
法
の
超
克
を
目
指
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ る

か
ら
、
ど
こ
か
で
三
位
一
体
の
論
理
と
接
触
し
て
く
る
の
は
当
然
な 

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
初
の「

三
位
一
体
のcoequality」

問
題
に
戻
っ
て
考 

え
て
み
る
と
、
西
田
の
場
合
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
三
位
一
体
の
場
へ
の 

着
眼
で
あ
り
、
そ
の「

一
体」

の
契
機
を「

絶
対
無」

と
捉
え
よ
う
と 

し

た
こ
と
は
、
実
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
私
の

「

三
位
一
体
の
お 

い
て
あ
る
場
所」

と
い
う
把
握
と
正
確
に
符
合
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
脈
動
点
を
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
る
と
、
周
知
の
よ
う
に 

西
田
は「

判
断
論」

を
手
が
か
り
と
し
て

「

絶
対
無
の
場
所
的
論
理

」

を
構
築
し
た
の
で
あ
っ
た
。
私
は
西
田
の
こ
の
思
索
の
跡
を
た
ど
る
こ 

と
に
よ
っ
て
、
三
項
か
ら
な
る
判
断
の
論
理
的
三
位
一
体
性
に
気
付
き
、

一
 

三
位
一
体
の
論
理
構
造
を
把
握
す
る
の
に
、
絶
対
無
の
場
所
的
論
理
が
乃 

最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 

一

な
ぜ
な
ら
従
来
の
ョ
ー
ロ
ッ
。ハ
の
有
の
論
理
を
超
え
て
、
こ
れ
を
内 

に
包
む
無
の
論
理
の
提
唱
は
、
西
欧
の
絶
対
者
に
つ
い
て
の
思
想
の
制 

限
を
、
根
底
か
ら
乗
り
越
え
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
西 

田
の
絶
対
無
の
場
所
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
、

「

父
と
子
と
聖
霊」 

と

い

う三
位
一
体
的
実
在
の

「

お
い
て
あ
る
場
所

」

と
み
ら
れ
る
べ
き 

で
あ
り
、
さ

ら

に絞
っ
て
、
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
と
い
っ
て
よ
い
と 

思
う
。

こ
れ
に
対
し
、
前
に
述
べ
た
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

r

一
 

の
実
体
、

三
つ
の
位
格」

(Una sbstantia, 

tre p
e
r
s
o
n
a
e
)

の
解
釈
や
、.
、
/

ル
卜
の
一
つ
の
存
在

(
s
e
i
n
)

三
つ
の
存
在
様
式(seinsweise)

な



ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ョ
！D
ッ
パ
の
精
神
風
土
の
中
で
は
、
最
上
の
表
現 

と
思
わ
れ
、
多
く
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
有
の
神
学
の
残 

滓
は
免
れ
が
た
く
、
や
は
り
三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る

「

場
所」

は 

「

絶
対
無」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
把 

握
し
て
、
は
じ
め
て

「

三
位一

体」

の
中
に「

絶
対
無」

な
る
神
と 

「

絶
対
有」

な
る
神
が
相
助
す
る
全

I

的
神
の
理
解
が
可
能
に
な
っ
て 

く
る
の
で
あ
る
。

五
、
神
と
空

以
上
不
十
分
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
最
も
核
心
的
な
三
位 

一
体
論
を
、
場
所
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
位
一
体
と
い 

う
表
現
の
中
に
、
絶
対
無
即
絶
対
有
と
い
う
神
自
体
の
内
実
が
含
ま
れ 

て
い
る
こ
と
を
み
た
。

そ

し

て

こ

の

よ

う

な

意
味
で
、
三
位
にし
て
唯1
絶
対
な
る
神
が
、 

相
対
的
世
界
に
対
し
てど

の

よ

う

なあ
り
方
、
な
い
し
は
関
係
を
示
す 

か
と
い
う
場
合
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
西
田
の
い
う
絶
対
矛
盾
的
自
己 

同

一

とか
逆
対
応
の
論
理
が
あ
て
は
ま
る
。
次
の
文
章
は
、
そ

の

こ

と
 

を
示
す
西
田
の
言
葉
で
あ
る
。

「

私
は
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
立
場
に
お
い
て
、
創
造
者
と
し
て
の 

キ

リ

ス

ト

教的
神
を
考
へる

こ

と

が

で

き

る

と

思
ふ
。
絶
対
矛
盾
的
自 

己
同
一
的
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
、
真
に
創
造
者
と
創
造
物
と
の
関 

係
が
考
へ

ら

れ

るの
で
あ

る

。神
と
人
間
と
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一 

的

で

あ

る

。

人

間

よ

り

神
へ
行
く
途
は
絶
対
に
無
い
。
而
も
我
々
は
個

と
な
れ
ば
な
る
程
、
神
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
億
劫
相
別
而
須
臾
不
離
、 

盡
日
相
接
刹
那
不
接
で
あ
る
。

真
の
神
は
所
謂
神
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
西
洋
で
は
神
秘
神

1

の 

言
っ
た
如
き
ゴ
ッ
ト
ハ
ィ
ト
で
あ
る
。
盤
右
の
空
で
あ
る
。

……

真
に 

絶
対
の
神
は
、
何
処
ま
で
も
我
々
を
超
越
す
る
と
共
に
我
々
を
包
む
者 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唯
、
西
洋
の
主
語
的
論
理
の
立
場
か
ら
は
、 

か
か
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

」
(『

全
集』

第
十
一
巻
、

一
 

三
一一

頁)

そ
し
て
さ
ら
に
西
田
は
、
場
所
的
論
理
の
立
場
か
ら
の
平
常
底
を
強 

調
し
、「

私
は
常
に
神
秘
主
義
と
仏
教
と
は
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
に 

関
わ
ら
ず
、
根
底
的
立
場
の
相
反
す
る
も
の
が
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。 

キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
か
ら
は
、
東
洋
的
無
の
立
場
に
到
る
こ
と
は
で
き 

な

い

。

」
( 『

全
集』

第
十
巻
、
四
六
四
頁

)

とI

言
い
き
っ
て
い
る
。

こ

の

よ

う

に西
田
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
でキ
リ

ス

ト

教神
学
の
語 

る
神
は
、「

対
象
論
的
神」

で
あ
り
、r 
ノ
エ
マ
的
方
向
に
靈
す
る
神

」 

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

彼
に
と

つ

て

こ

の

よ

う

な

対
象
論
的
神
は
、
真 

の
意
味
の
神
で
はな
い

。な
ぜ
な
ら
真
の
絶
対
は

「

対」

を

絶
す
る
も 

の
だ
か
ら
であ
る

。従
っ
て
西
田
の
真
意
は
、
自
覚
的
自
己
の
根
底
に 

お

い

て

の

み神
を
見
る
と

い

うこ
と
で
、
内
在
的
ノ
エ
シ
ス
的
方
向
に 

超
越
す
る
神
か
ら
の
啓
示
に
接
す
る
こ
と
で
あ

る

。

し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
西
田
に
お
い
て
、
ノ
エ
マ
的
超
越
の
方 

向
か
ら
の
神
の
啓
示
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
最
終
的
に
到 

達
し
た
彼
の
立
場
に
お
い
て
は
、ノ

エ
マ
と
ノ

エ
シ
ス
の
両
方
向
の
啓

一  76 —



示
が
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
逆
対
応
的
に
、
外
に
何
処
ま
で
も
我
々
の
自
己
を
超
え
て
我
々
の
自 

己
に
対
す
る
絶
対
者
に
対
す
る
と
共
に
、
内
に
も
亦
逆
対
応
的
に
、
何 

処
ま
で
も
我
々
に
自
己
を
超
え
て
我
々
の
自
己
に
対
す
る
絶
対
者
に
対 

す
る
の
で
あ
る
。

」
(『

全
集』

第
十I

巻
、
四
三
五
頁

)

そ
し
て
前
者
の
方
向
で
は
、
絶
対
者
の
自
己
表
現
と
し
て
は

「

絶
対 

的
命
令」

に
接
し
、
後
者
の
方
向
で
は
絶
対
者
は
徹
底
的
に
自
己
を
包 

む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
西
田
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い 

て
も
受
肉
的
真
理
に
は
、
徹
底
し
た
自
己
否
定
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を 

良
く
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
西
田
が
将
来
の 

キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
の
た
め
に
と
指
示
し
て
い
る

「

内
在
的
超
越
の
キ 

リ
ス
ト」

と

「

自
然
法
爾
的
に
真
の
神
を
見
る

」

方
向
へ
の
着
眼
は
、 

日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
深
く
教
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
一
方
西
田
哲
学
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
西
田
が 

「

絶
対
無
即
絶
対
有

」

と
い
う
場
合
、
私
の
場
合
は

r
三
位
一
体
の
お 

い
て
あ

る
場
所」

か
ら
理
解
する
為
に
絶
対
有
な
る
三
位
が
絶
対
の
一 

(

無)

と
と
ら
え
る
が
、
西
田
に
お
い
て
は
、
父
と
子
と
聖
霊
が
真
の 

「

絶
対
者」

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。

こ
の
意
味
で
、
西 

田
哲
学
の
立
場
は
あ
く
ま
で
仏
教
的
で
、

一
な
る
絶
対
無
は
、
直
ち
自 

己
否
定
に
よ
っ
て
多
と
し
て
の
世
界
に
ひ
る
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
絶 

対
無
と
一
と
多
の
関
係
は
実
に
正
確
に
深
く
捉
え
て
い
る
が
、
絶
対
有 

と
し
て
の
三•

一
 

性
の
把
握
が
不
十
分
な
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。 

そ
れ
と
い
う
の
も
西
田
の
判
断
論
か
ら
す
る
場
所
論
理
の
形
成
過
程 を

み
る
と
、

一
般
的
に
は
述
語
的
論
理
主
義
の
立
場
と
い
わ
れ
て
い
る 

が
、
次
第
に
主
語
と
述
語
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
の
撃
辞
主
義
の 

立
場
に
移
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
主
語
と
述
語
と
»
豸
と 

い
う
判
断
の
三
つ
の
型
を
結
合
す
る
、
有
の
論
理
に
対
す
る
無
の
論
理 

を
提
起
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
解
す
る
。

少
な
く
と
も
西
田
の

「

哲
学
概
論」

の
付
録
第
四「

実
在」

(

一
九 

ニ
四
年
度
講
義

)

を
見
る
限
り
、
そ
の
意
図
が
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る 

の
で
あ
る
。
西
田
は
そ
こ
で
撃
辞
の
論
理
を
主
張
し
て
い
る
か
に
み
え 

る
が
、
実
は
三
つ
の
型
を
統
合
す
る
論
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
生
涯 

苦
闘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
三
位
一
体
論
と
無
の
場
所
の
論 

理
的
位
置
づ
け
を
果
た
す
こ
と
が
今
後
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

 

一

私
の
三
位
一
体
の
場
の
神
学
、
な
い
し
は
聖
霊
神
学
は
、
こ
の
課
題

n 

を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の

立

場

一
 

か
ら
見
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
見
て
も
西
田
哲
学
の
成
果
は
比 

類
無
い
意
義
を
持
ち
、
新
し
い
宗
教
改
革
に
導
く
世
界
的
、
普
遍
的
な 

も
の
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
私
の
問
題
意
識
は
、
西
田
の
流
れ
を
汲
む
西
谷
啓
治
の 

「

神
と
絶
対
無」

(

弘
文
堂)

の
思
索
を
通
し
て
よ
り
鮮
明
な
も
の
に
な
っ 

た
と
い
え
る
。
西
谷
の
思
想
の
特
徴
は
、
禅
に
根
ざ
す
宗
教
的
実
存
の 

生
き
方
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
こ
と
と
、
鋳
無
の
思
想
を
、
M 
•
エ
ッ 

ク
ハ
ル
ト
の「

神
性」

C
G
O
t
t
h
e
c

と

神(
G
O
U
)

を
区
別
す
る
論
理 

を
援
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
彼
は
、
東
西 

宗

教

交

流

に

お

い

て

、
直
接
聖
霊
問
題
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
稀



有
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
長
い
思
想
歴
の
総
決
算
と
も
い
う
べ
き 

r

宗
教
と
は
何
か」

に
お
い
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う 

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「

彼
は
神
と
神
の「

本
質」

と
し
て
の
神
性
を
区
別
し
た
。
勿
論
そ
う 

い
っ
て
も
二
つ
の
神
を
考
え
た
の
で
は
な
い
。
神
性
と
は
神
自
身
に
於 

い
て
あ

る

とこ
ろ
を
意
味
し
てい
る

。(

以
下
拙
著r

神
と
絶
対
無』

弘
文 

堂
参
照
。

)

彼
は
そ
の
神
性
を
絶
対
の
無
と
し
て
言
い
表
し
た
。
そ
の 

意
味
は
、
あ
ら
ゆ
る
在
り
方
を
絶
し
た
と

こ

ろ

、特
に
創
造
主
と
い
う 

在
り
方
、
い
な
愛
と
し
て
の
在
り
方
を
さ
え
超
え
た
と
こ
ろ
を
言
う
こ 

と

で

あ

る

。

」
( 『

宗
教
と
は
何
か

』

七
〇
頁)

こ
れ
を
み
る
と
、
こ
の
文
の
最
後
の

「
愛
と
し
て
の
在
り
方
を
さ
え 

超
え
た
と
こ
ろ」

と
い
う
指
摘
は
、
私
が
第
一
一
章
で
述
べ
た
考
え
に
近 

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ

う

す

る

と神
性
そ

の

も

の

は潜
在
し
て
い

る
実
在
で
あ
っ
て
、
全 

て

の
差
別
相

を
含
み
、
な

お
未
展
開
の
も

の

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

、

知 

識
や
礼
拝
の
対
象
とな
り
得
ず
、
三
位
の
神
はこ
の

よ

う

な神
性
か
ら 

の
自
己
展
開
であ
る

。

「

父
を
見
た
人
は
一
人
も
い
な
い
。
神
の
も
と
か
ら
来
た
者
だ
け
が
父

を
見
た
の
であ
る

。

」
(

ョ
ハ
ネ
六
•
四
六)

エ
ッ
ク
ハ
ル
トに

よ

れ

ば

、 

ィ
エ
ス.

キ
リ
ス
ト
は
こ
の
形
な
き
神
性
に
キ
リ
ス
ト
の
人
格
を
投
射 

し
て「

我
が
神
、
我
が
神

」

、
な
い
し
は「

我
が
父」

と
呼
ぶ
一
位
の 

神
が
出
現
し
た
の
であ
る

。聖
書
を
見
て
も
、

「

わ

れ

を見
し
も
の
は 

父
を
見
し
な
り」

で

あ

り

、

「

キ
リ
ス
ト
即
父」

で

あ

る

。

ま

た

「

神

を
自
分
の
父
と
呼
ん
で
、
自
分
の
神
と
等
し
い
者
と
し
た
。

」
(

ョ

ハ

ネ 

五.

一
六)

と
い
う
記
事
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
一
方
、「

何
ぞ
わ
れ
を
善
と
い
う
か
、
よ
き
も
の
は
一
人
天 

に
い
ま
す
父
の
み
で
あ
る

」

と
い
う
の
や「

父
は
わ
た
し
よ
り
も
偉
大 

な
か
た
だ
か
ら
であ
る

。

」
(

ョ
ハ
ネI

四
ニ

一

九

)

と
い
う
の
は
、ィ
エ 

ス
の
面
を
さ
し
て
いる
。
こ
う
し
て
無
限
定
の
神
性
は
、
人
格
の
形
を 

と
っ
て「

わ
が
神
、
わ
が
神

」

と
呼
び
か
け
、
信
仰
の
対
象
と
も
な
り 

得
る
も
の
と
な
っ
た
の
であ
る

。ま
た
そ
う
し
た
信
仰
の
対
象
と
も
な 

ら

ず

、認
識
の
対
象
と
も
な
ら
な
い
神
性
は
、
あ
っ
て
な
き
無
で

あ

る

。

こ

う

し

て西
谷
の
解
釈
する

エ

ッ

ク

ハル
ト
の
«
^
無
は
、
創
造
主 

あ
る
い
は
愛
と
し
て
の
在
り
方
を
超
え
た
場
と
し
て
、

「

人

格

的

即

非
一
 

人
格
的」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て

「

彼
の
考
へ
に
よ
れ78 

ば
、
創
造
主
と
は
被
造
物
に
対
し
て
顕
れ
た
神
の
相
、
被
造
物
か
ら
見一

 

ら
れ
た
神
の
相
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の

『

本
質』

、
即
ち
神
自
身
が
於 

て
あ
る
神
で
は
ない
。

神
が
愛
で
あ

る

とか
善
で
あ

る

とか
言
わ
れ
る 

場
合
も

同
様
で
あ
る
。
総じ
て
如
何
な
る
あ
り
方
をも

(

如
何
な
る
相 

を

も)

絶
し
た
神
の『

本
質』

は
、
絶
対
無
と
し
か
言
ひ
あ
ら
は
さ
れ 

な

い(

実
は『

本
質』

と
い
っ
て
も

既
に
不
十
分
なの
で
あ
る
。

)
」

(『

宗
教 

と
何
か』

七
〇
頁)

以
上
の
事
柄
を
要
約
す
る
と
、
西
谷
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
独
自
性
を 

し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
⑴
そ
の
第

1

は
被
造
物
へ
の 

対
面
す
る
人
格
的
な
神
の
根
底
に
神
の
本
質
を
見
た
こ
と
。
⑵
第
一
一
は
、 

こ
の
神
性
が
絶
対
の
無
と
さ
れ
、
且
つ
我
々
に
と
っ
て
の
絶
対
的
な
死



即
生
の
場
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
⑶
第
三
は
、
そ
の
場
に
お
い
て
の
み 

人
間
が
真
に
自
己
自
身
で
あ
り
得
る
の
で
、
自
由
と
根
源
的
主
体
性
の 

徹
底
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

同
七
ニ
頁)

西
谷
は
こ
れ
を
単
に
ェ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
限
ら
ず
人
間
の

「

自
己
存
在 

の
根
底」

に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
自
覚
と
考
え
て
、
仏
教
思
想
と
通 

底
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

こ

こ

か

ら西
谷
は
、
キ

リ

ス

ト

教的
愛

を「

脱
自
性」

か

ら

説

明

し

、 

神
も
人
も

こ

の脱
自
性
に
よ
っ
て「

無
我」

と
な
り
、「

絶
対
無」

に 

お

い

てr

一」

と

な

る

と考
え
た
。
そ

し

て

そ

こ

が

「

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
 

が
、
神
の
根
底
が
私
の
根
底
、
私
の
根
底
が
神
の
根
底
と
語
っ
た
よ
う 

な

と

こ

ろ

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

を

思

ふ
。

」
(

同
、
七
八
頁)

と

述
 

ベ

て

い

る

。

そ

し

て

、

そ

こ

に

お

い

て

こ

そ

「

善

人

に

も

悪

人

に

も

太
 

陽
を
の
ぼ
ら
せ
、
雨
を
降
ら
せ
る

」

人
格
を
超
え
た「

無
我
の
愛」

、 

敵
を
も

愛

す

る

「

無
差
別
の
愛」

が
出
て
く
る
とす

る

。

ま
た
そ
こ
か
ら
フ
ィ
リ
ッ
ピ
人
へ
の
手
紙

(

ニ.

六—
八
以
下)

に 

示

さ

れ

る

「

キ

リ

ス

ト

とケ
ー
ノ
シ
ス」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解 

釈
し
て
い
る
。

「

キ
リ
ス
ト
の
場.<
ロに
は
、
そ
れ
は
元
来
神
の
か
た
ち
で
居
た
も
の
が 

下
僕
の
か
た
ち
を
取
る
と
い
ふ
こ
と
で
実
現
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
神 

の
完
全
性
の
内
に
は
じ
め
か
ら
そ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
へ
る
。 

即
ち
神
が
神
自
身
で
あ
る
と
い
ふ
そ
の
こ
と
自
身
の
内
に
、
本
質
的
に 

『

己
を
空

し

くし
た』

と

い

う

性

質

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
キ 

リ
ス
ト
の
場
合
に
は
す
べ
て
成
就
さ
れ
た
業
で
あ
り
、
神
の
場
合
に
は 本

来
の
本
性
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
場
合
を

ekkenosis

と
い
へ
ば
、

神
の
場
合
に
はkenosis

で
あ
る
。
そ
れ
は
東
洋
風
に
い
へ
ば
無
我
と 

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

」
(

同
、
六
七
頁)

こ
の
西
谷
の
解
釈
は
、
彼
自
身
の

「

空」

の
立
場
か
ら
、
キ
リ
ス
ト 

教
の
解
釈
に
踏
み
込
ん
だ
見
事
な
事
例
で
あ
る
。

今
こ
こ
で
こ
う
し
た
根
本
問
題
の
多
く
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、 

私
自
身
の
重
要
関
心
事
は
、
西
谷
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
を
通
し
て
把 

握
し
た「

神
の
根
底」

と
呼
ば
れ
た「

絶
対
無」

を

、

日
本
の
神
学
の 

基
礎
と
し
て
い
か
に
生
か
し
て
い
く
か
に
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
三
位
一
体
の
神
と
、
神
の
無
を
含
ん
だ
全 

体
が
真
の
神
で
あ
り
、
こ
の
全
一
な
る
神
が
聖
霊
の
働
き
を
通
し
て
人
一 

間
の
霊
の
中
に
活
動
し
、
突
破
し
て
く
る
こ
と
を

「

#
入
ム
ロ
ー」

と

か
79 

「

神
の
子
の
誕
生」

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
西
田
の
意
味
す
一 

る「

内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト

」

の
原
形
で
あ
る
と
思
う
。

私
は
こ
の
境
位
を「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
捉
え
直
し 

た
訳
で
あ
る
が
、
こ
う
把
握
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の 

神
秘
体
験
を
超
え
て
啓
示
と
信
仰
の
論
理
と
し
て
の
三
位
一
体
論
と
、 

自
覚
の
論
理
と
し
て
の

「

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

」

は
、
そ
こ
に
お
い 

て
能
う
限
り
一
つ
に
結
び
付
い
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
キ
リ
ス
ト
教
が

「

空
の
立
場」

に
徹
底
し
て
い
っ
た
場
合
、
何 

処
が
革
新
さ
れ
て
く
る
か
と
い
う
と
、

r

宗
教
に
お
け
る
人
格
性
と
非 

人
格
性」
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は

「

神
に 

お
け
る
人
格
性
と
自
然
性

」

に
翻
訳
し
て
よ
い
内
容
か
と
思
わ
れ
る
が
、



そ
の
真
理
は
、
神
は
人
格
性
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
世
界
に
遍
在
す 

る

リ

ア

リ

テ

ィ

と

し

て

「

非
人
格
的
人
格
性

」

に
お
い
て
あ

る

と

い

う
 

こ

と

で

あ

る

。

し
か
し
西
谷
は
こ
の
考
え
を
汎
神
論
的
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
好
ま
ず
、 

キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
聖
霊
に
近
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
霊
性
を
生
き
た
人
物
の
典
型
と
し
て
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
を
挙 

げ
て
い
る
。
確
か
に
彼
こ
そ
最
も
よ
く
西
谷
の
い
う

「

風
の
心」

を
理 

解
し
た
聖
人
の1

人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だI

つ
西
谷
の
見
解
に
対
す
る
批
判
点
を
挙
げ
て
お
く
と
、
た
と 

え
ば
西
谷
は
、
ペ
ル
ソ
ナ
は

「

絶
対
無
に
つ
け
て
い
る
仮
面

」

の
如
き 

解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
逆
に
実
在
の
三
位
一
体
を
、

「

あ
る
が
ま 

ま」

に
深
く
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
れ
は
西
田
に
も
通
ず
る
共
通
の
難
点
で
あ
る
。

六
、
仏
教
に
お
け
る
三
身
説

以
上
不
備
で
は
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
思
想
で
あ
る
三
位

一 

体
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
解
釈
を
述
べ
て
き
た
。

一

方
こ
れ
と
同
一
と 

は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
を
対
応
す
る
の
が
大
乗
仏
教
に
お
け
る
三
身
説 

で
は
な
い
か
と
思
う
。1

般
に
三
身
即1

と
い
わ
れ
る
三
身
と
は
、
⑴ 

法
身
、
⑵
報
身
、
⑶
応
身
で
あ
り
、
十
地
経
論
第
三
に
は

r

一
 

切
仏
と 

は
三
種
の
仏
で
あ
り
、

一
に
応
身
、
一

一

に
報
身
、
三
に
法
身
仏

」

と
あ 

るo
⑴一

般
に
法
身
は
仏
陀
の
本
身
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
宇
宙
万
物
の
真

理
、
永
遠
不
滅
の
法
そ
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
時
代
を
通
じ
た 

た
だ一

つ
の
身
体
、
す
な
わ
ち
真
理

(

ダ
ル
マ)

が
存
在
す
る
の
み 

で
あ
る
。

⑵
ひ
る
が
え
っ
てr

応
身」

は
、
ダ
ル
マ
を
説
く
た
め
、
こ
の
世
に
現 

れ
た
歴
史
上
の
仏
陀
で
、
人
格
身
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑶
報
身
仏
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
な
じ
み
深
い
の
は
、
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

中
村
元「

新

•
仏
教
辞
典」

に
よ
れ
ば
、
法
身
と
応
身
と
い
う

r

両 

者
を
統
合
し
たも
の

と解
さ
れ
る
。

」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し 

て
こ

れ

ら

の相
互
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。 

「

す
な
わ
ち
法
身
は
永
遠
不
滅
で
は
あ
る
が
、
人
格
身
に
欠
け
、
応
身 

は
人
格
性
に
富
む
が
、
無
常
の
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
現
身
と
し
て
の

一
 

生
身
は
生
滅
す
る
果
て
無
さ
を
有
す
る
。
し
か
し
報
身
は

『

単

に

永

遠
80 

な
真
理
で
も
な
く
、
単
に
無
常
な
人
格
で
も
な
く
、
真
理
を
悟
っ
た
功

一
 

徳
を
有
す
る
具
体
的
普
遍
な
身
で
、
永
遠
な
真
理
の
生
き
方
す
が
た
で 

あ
り
、
人
格
的
力
で
あ
る
。

』」
(

四
八1

責)

し

か

し以
上
は一

般
的
理
解
で
あ
っ
て
、
実
際
は
大
乗
的
な
種
々
の 

仏
の
設
定
と
と
も
に
、
三
身
説
の
外
に
ニ
身
説
、
四
身
説
、
そ
の
他
が 

あ
り
、

一
義
的
に
論
ず
るこ

と

はで
き
な
い
と
思
う
。
た
だ
こ
れ
ら
法 

身
、
報
身
、
応
身
は
、
各
々
個
別
の
相
を
持
ち
、
し

か

しそ
の
本
質
、 

本
源
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
法
性
法
身
に
帰

一

さ

れ

ると
い
う
点
で
、 

キ

リ

ス

ト

教

の
三
位
一
体
の神
と
構
造
上
似
たと

こ

ろ

が

あ

る

と
い
わ 

れ
て
い

る

。

私
が
日
頃
か
ら
仏
教
の
三
身
説
に
関
心
が
あ
る
の
に
は
、
元
来
が
ど



ち

ら

か

とい
え
ば
法
中
心
で
、

「

汎
神
論
的
傾
向」

を
持
つ
と
さ
れ
て 

い
る
仏
教
が
、
大
乗
仏
教
の
展
開
を
通
し
て
、
次
第
に
ペ
ル
ソ
ナ
的
信 

仰
形
態
を
取
り
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
最
初
典
型
的
な 

ペ
ル
ソ
ナ
信
仰
か
ら
出
発
し
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
仏
教
を
始
め
と
す
る 

他
宗
教
と
出
会
っ
て
自
覚
を
深
め
、
法
に
近
い
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
霊
論 

的
理
解
に
及
ん
で
い
る
こ
と
と
逆
対
応
的
で
あ
る
。
そ
し
て

こ

こ

に両 

教
の
相
互
理
解
の
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

な

ぜ

な

ら三
身
即
一
の
如
来
に
お
い
て
は
、い

ま.

こ

こ

に

お

け

る
 

霊
性
開
発(

寛)

の
修
業
と
煩
悩
具
足
のi

の
f

が
、
一
体
と
な
っ 

て
理
解
さ
れる
構
造
に
な
っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

こ
の
点
八
木
誠
一
は
、

「

パ
ゥ
ロ 

•親
鸞
•
ィ
エ
ス.

禅」
(

法
蔵
館) 

の
な
か
で
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
三
位
一
体
論
と
仏
教
的
三
身
論
に
つ 

い
て
、
き
わ
め
て
的
確
な
深
い
解
釈
と
解
明
を
与
え
て
い
る
。
氏
は
そ 

の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
明 

し
て
い
る
。

「

神
は
救
済
の
働
き
の
究
極
の
主
体
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
内
容 

(

真
理.

生
命
•
光)

で
あ
り
、
聖
霊
は
そ
の
内
容
を
信
徒
に
伝
達
す
る 

働
き
で
あ

る

。

」
(
I

三
九
I
一
 

四o
頁)

そ

し

て

こ

の理
解
を
親
鸞
に
適
用
し
、
法
性
法
身
と
阿
弥
陀
と
回
向 

の
関
係
を
問
う
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
、
⑴
救
済
が
成
り 

立
つ
根
拠
と
、
⑵
救
済
の
内
容
、
さ
ら
に
は
、
⑶
救
済
の
伝
達
と
し
て 

理
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
キ

リ

ス

ト

教に
お
け 

る
父
と
子
の
聖
霊
に
対
芯
す
る
も
の
に
な
る
。

そ
の
場
合
、
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
え
る
こ
と 

は
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
捨
て
る
こ
と
で
、
仏
の
働
き
か
ら

生

き

る

こ
 

と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
、
自
然
法
爾
と
は
自
我
の
は
か
ら
い
な
し 

に
、
如
来
の
誓
い
の
働
き
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ 

を
聖
書
に
お
け
る「

神
の
エ
メ
ト」

即

ち「

歴
史
の
エ
メ
ト」

の
成
熟 

と
対
照
さ
せ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

「

神
の
国
は
、
あ
る
人
が
地
に
種
を
ま
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
夜
昼 

寝
起
き
し
て
い
る
間
に
、
種
は
芽
を
出
し
て
育
っ
て
い
く
が
、

ど

う

し
 

て

そ

う

な

るの
か
、
そ
の
人
は
知
ら
な
い
。
地
は
お
の
ず
か
ら
実
を
結 

ぶ
も
の
で
、
初
め
に
芽
、
次
に
穂
、
次
に
穂
の
中
に
豊
か
な
実
が
で
き

る
0」

(

マ
ル
コ
四
•
ニ
六
丨
二
八) 

I 

そ

し

て

こ

の中

の「

お
の
ず
か
ら」

(

ア

ゥ

トマ
テー

)

な

る

実

現

と
81 

自
然
法
爾
は
対
応
が
あ
り
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「

御
心
の
一 

ま

ま

に」

と

い

う

こ

と

で
も
あ

る

。
こ
の
八
木
の
指
摘
は
、
西
田
の 

「

自
然
法
爾
的
に
、
我
々
は
神
無
き
所
に
真
の
神
を
見
る
の
で
あ
る

」 

(『

全
集』

第
十一

巻
、
四
六
一
貿

)

と
も
つ
な
が
り
、
私
の
求
め
る
三
位 

一
体
の
場
の
神
学
の
究
極
の
立
場
と
も
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
救
済
者
は
信
徒
の
真
実
の
主
体
で
あ
り
つ 

つ
、
信
仰
へ
と
招
き
、
そ
し
て
語
り
か
け
る
対
向
的
人
格
で
あ
り
、
信 

仰
の
対
象
と
い
う
逆
対
応
的
面
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
宗 

教
的
な
信
と
覚
の
両
面
を
生
か
す
の
が
、
私

の

「

三
位一

体
の
実
存
弁 

証
法」
の
意
図
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
仏
基
両
方
の
側
で
期
せ
ず
し 

て
同
じ
構
造
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。



し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
仏
教
の
三
身
説
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位 

一
体
論
の
間
に
微
妙
な
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な 

い
で
あ
ろ
う
。

⑴
そ
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
釈
迦
自
身
が

「

自

灯
明
、
法 

灯
明」

と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
真
理
と
し
て
の
法
を
説
い
て
お
り
、 

私
は
こ
れ
を
聖
霊
と
等
置
し
た
が
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る 

ぺ
ル
ソ
ナ
と
し
て
の
神
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ 

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
の
場
合
は
む
し
ろ

「

あ
る
が
ま
ま
の
現 

実」

が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
実
如
常
と
し
て

「

真
如」

と
呼
ば 

れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
、
キ

リ

ス

ト

な

「

父
な
る
神」 

と
は
異
な
る
神
認
識
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。

⑵
し
か
し
一
方
で
は
、
父
な
る
神
は
創
造
者
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の 

の
本
源
と
し
て
、
法
身
大
日
如
来
の
よ
う
に
、
法
性
法
身
に
該
当
す 

る
要
素
も
無
い
で
な
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
法
身
を
父
な
る
神
に
該 

当
さ
れ
、
応
身
あ
る
い
は
報
身
を
受
肉
し
た
御
子
と
解
せ
な
い
こ
と 

は
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
聖
霊
に
あ
た
る
概
念
を
見
出
す
こ
と
は
で 

き
な
い
。

た
だ
私
と
し
て
はr

一
 

切
衆
生
悉
有
仏
性

」

と
い
わ
れ
る「

仏
性」 

を
、
宇
宙
の
根
源
と
し
て
の

「

法
身」

と
解
す
る
な
ら
ば
、キ
リ

ス

ト
 

教

の「

神
性」

と
相
通
じ
、
内
在
的
超
越
の
方
向
で
の
神
の
出
会
い
と 

し
て
、
聖
霊
論
的
ア
ブロ
！

チ
に
お
い
て
理
解
でき
る

よ
う
に
思
う
。

聖
霊
と
は
宇
宙
に
遍
満
す
る
自
覚
の
霊
、
知
恵
と
光
の
霊
で
あ
る
。 

宇
宙
に
充
満
す
れ
ば
こ
そ
、
全
て
の
人
が
こ
れ
に
預
か
る
こ
と
が
で
き る

。
し
た
が
っ
て
父
な
る
神
の
伝
達
者
で
あ

る

とと
も
に
、
そ

の
内
容 

と

な

るキ
リ
ス
ト
教
の
霊
で
もあ

る

。

そ

れ

ゆ

え

に

、

す
べ
て
の
人
間 

の
内
部
に
実
在
化
す
る
も
の
で
もあ

る

。

そ

れ

ゆ

え
聖
霊
な
る
神こ
そ 

「

内
な
る
超
越
者」

で
あ
る
。
た
と
え
人
間
が
ふ
だ
ん
罪
性
の
意
識
に 

と

ら

え

ら

れ

、

そ

れ

に

覆
わ
れ
て
い
る
時
で
あ
っ
て
も
、そ
れ

は厳
と 

し
て
内
在
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
聖
霊
は
仏
性
と
同
様
、
覚
醒
や
回
心
の
機
縁
で
あ
り 

感
応
道
交
の
因
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
、
人
が
神
を
知
る
内
在 

的
契
機
で
あ
り
、
唯
識
で
い
わ
れ
る
大
円
鏡
智
、
平
等
性
智
、
妙
観
察 

智
、
成
所
作
智
と
い
っ
た
四
智
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
ぅ

2 
o

こ
の
こ
と
は
パ
ゥ
ロ
の

「

あ
な
た
た
ち
は
知
ら
な
い
の
で
す
か
。
あ82 

な
た
た
ち
の
体
は
、
神
か
ら
受
け
た
聖
霊
が
あ
な
た
た
ち
の
内
に
宿
っ
一 

て
お
ら
れ
る
住
ま
い
で
あ
り
、
あ
な
た
た
ち
は
も
は
や
自
分
自
身
の
も 

の
で
は
な
い
こ
と
を
。

」
(
n

リ
ン
ト
前
書
、
六
丨

|

九)

や
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ 

ヌ
ス
の「

神
は
、
私
が
私
自
身
に
近
い
よ
り
も
、
も
っ
と
よ
り
一
層
近 

く
に
私
に
お
ら
れ
る

」

と
い
ぅ
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
仏
基
両
教
と
も
、
相
互
の
霊
的
基
盤
に
は
共
通
す 

る
も
の
が
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
必
然
的
で
不
可
欠
な
根
源
的
宗
教
の 

両
極
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七
、
結

語

以
上
私
は
、
困
難
と
は
知
り
な
が
ら
、
と
か
く
本
格
的
研
究
の
対
象



外

と
な
っ
て
き

た
聖
霊
論

と
三
位I

体
論
を
、
西
田
の
い
わ
ゆ
る

「

場 

所
的
論
理
的
神
学

」

の
観
点
か
ら
考
察
し
、
問
題
提
起
を
試
み
た
。

神
の
三
位一

体
的
関
係
の
重
視
と
聖
霊
論
の
強
調
は
、
第
一
一
パ
チ
ヵ 

ン
公
会
議
以
降
の
著
し
い
特
色
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
従
来
に
比
し
て 

1

層

「

内
在
的
超
越」

の
方
向
に
重
み
が
加
わ
っ
て
き
た
こ
と
と
無
関 

係
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
西
田
の
宗
教
論
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る 

「

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
。…

…

自
然
法
爾
的
に
我
々
は
神
無
き
所 

に
真
の
神
を
見
る
の
で
あ
る

」
と

い

ぅ言
葉
は
、
私
に
と
っ
て
ど
ぅ
し 

て
も
解
る
べ
き
実
存
的
課
題
で
あ
っ
た
。

ま
た
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
西
欧
精
神
史
に
照
ら
し
て
み
て
も
、 

聖
霊
問
題
に
つ
い
て

「

フ

ィ

リ

才

クヱ」
(filioque =

子
か
ら
も)

と 

い
っ
た
一
文
字
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
教
会
が
大
分
裂
し
、
さ
ら
に
西 

方
教
会
に
お
い
て
、ヵ
ト

リ

ッ

ク

と
プ
ロ
テ
ス
タ

ン

ト

に分
か
れ
て
今 

に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
現
代
の
ヱ
ク

メ

ニズ
ム
の
課
題
、
宗
教
多
元 

主
義
の
問
題
や
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
文
化
へ
の
受
肉
化
な
ど
を
含
め
て
、 

聖
霊
問
題
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
私
と
し
て
は
、
か
つ
て
ネ
メ
シ
ェ
ギ
師
の
指
摘
し
た
時 

代
へ
の
洞
察
が
改
め
て
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
、 

近
現
代
に
わ
たっ
て
開
示
さ
れて
き

た

知
的
、
思
想
的
富
を
一
つ
に
ま 

と
め
る
総
合
像
は
ま
だ
な
い
が
、
敢
え
て
憶
測
を
許
さ
れ
る
な
ら
、
聖 

三
位
一
体
の
神
学
が
新
総
合
の
焦
点
に
立
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で 

あ
っ
た
。

西
田
哲
学
を
媒
介
に
し
た
新
し
い
ト
ポ
ロ
ギ

ー

神
学
の
形
成
が
、
そ 

れ
に
何
程
か
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
な
ら
幸
い
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
特
に
各
々
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
色
々
と
御
教 

示
い
た
だ
い
た
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
先
生
方
、
と
く
に
そ
の
独
自
な 

r

即
の
論
理」

を
も
っ
て
、
私
を
絶
え
ず
啓
発
し
て
下
さ
っ
た
本
多
正 

昭
先
生
に
、
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
ぅ
。

83



〇
レ
ス
ポ
ン
ス 

本

多

正

昭

八

木

誠I

本

多

小
野
寺
さ
ん
と
は
随
分
長
い
間
お
付
き
合
い
し
て
、
じ
つ
は
同 

年
代
と
し
て
青
年
期
の
戦
後
の
最
初
の
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
の
体
験
をし
、
途 

中
か
ら
哲
学
に
移
っ
た
の
で
す
が
、
哲
学
界
に
絶
望
し
た
の
で
す
。
そ 

し

て

カ

ト

リ

ッ

ク

と

出
会
っ
た
の
で
す
。
西
洋
的カ
ト

リ

ッ

ク

と

の
確 

執
に
悩
ん
で
、
葛
藤
に
苦
し
み
な
が
ら
日
本
的
大
地
に
根
差
す
カ
ト
リ 

シ
ズ
ム
の
神
学
的
な
形
成
と
い

う

課
題
に
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
今
曰
に 

至
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
非
常
に
深
い
共
通
性
が
あ
り
ま
す
。

小
野
寺
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
私
は
思
想
的
創
世
記
み 

た
い
な
感
じ
が
す
る
の
で
す
け
れ
ど
、
今
曰
は
少
し
違
う
と
こ
ろ
を
コ 

メ
ン
ト
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
野
寺
さ
ん
は
御
存
知
の
よ
う
に
三

I

書
房
か
ら『
大
地
の
哲
学』 

を
、
続
い
て
行
路
社
か
ら

『

大
地
の
神
学』

と
い
う
著
書
を
出
版
さ
れ 

ま
し
た
。
近
い
将
来
に

『

大
地
の
文
学』

と
い
う
も
の
を
執
筆
予
定
と 

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
回
は

「

聖
霊
と
三
位1

体
論
再
考」 

と
題
す
る
論
文
を
、
や
は
り
曰
本
の
大
地
に
根
を
下
ろ
し
た
カ
ト
リ
シ 

ズ
ム
の
新
た
な
る
神
学
的
な
、
そ
れ
も
聖
霊
神
学
的
な
展
開
に
挑
も
う 

と
し
て
る
、
非
常
に
私
は
貴
重
なヒ

ユー

マ

ン.

ド
キ
ユ
メ
ン
ト
で
あ 

る
と
思
っ
て
、
昨
曰
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
す
。
思
想
形
成
の
プ
ロ
セ
ス 

が
非
常
に
リ
ア
ル
に
率
直
に
書
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
私
自
身
も
共
感 

す
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
す
。
問
題
点
が
具
体
的
に
指
示
さ
れ
て
き た

。
似
た
よ
う
な
こ
と
を
西
田
先
生
が
い
ろ
ん
な
言
葉
で
表
現
し
て
お 

ら
れ
る
、
そ
の
タ
ー
ミ
ナ
ロ
ン̂̂
の
相
互
転
換
で
す
か
、
そ
う
い
う
こ 

と
も
聞
い
て
い
る
う
ち
に
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味 

で
私
は
大
変
深
い
敬
意
と
感
謝
の
意
を
ま
ず
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
野
寺
さ
ん
が
若
き
曰
に
、
当
時
の
言
葉
で
小
野
寺
さ
ん
の
身
に
つ 

い
た
言
葉
で
言
わ
し
て
頂
け
れ
ば
や
は
り

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る 

場
所」

と
、
こ
の
根
本
概
念
が
湧
き
起
こ
っ
て
き
た
時
の
感
動
で
す
ね
。 

他
人
が
い
ろ
い
ろ
と
論
評
な
ど
一

切
差
し
控
え
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い 

か
と
も
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
と
、
学
問
形
式
に
関
す
る
限
り
、
私
は
た
だ
心
情
的
に 

共
通
点
を
喜
び
合
う
だ
け
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
私

自

身
の
別
の

I 

と
こ
ろ
で
気
に
な
っ
て
い
る
そ
の
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う

84 

と
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
却
っ
て
学
問
的
友
情
に
反
す
る
の
じ
ゃ
な

| 

い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
十
分
理
解
し
な
い
で
も
の
を
言
う
点
が
あ
る 

か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
お
ゆ
る
し
頂
き
、
率
直
に
一

一

つ
の 

点
に
つ
い
て
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
点
、
江
藤
教
授
か
ら
、
た
ぶ
ん
大
学
院
時
代
で
し
ょ
う
か
、 

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
言
い
ま
す
と
、

「

じ
ゃ
あ
四
位|

体」

と
か「

異
端」

で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り 

ま
す
が
。
場
所
は
ひ
と
つ
の
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
他
の
も
の
を
も
の
た 

ら

し

め

、お
互
い
に
関
わ
ら
せ
合
う
よ
う
な
根
源
的
な
絶
対
無
で
あ
り 

ま
す
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
歴
史
的
な
生
命
と
し
て
の
聖
霊
な
の
で
は
な
い 

か
と
、
私
は
思
う
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ



る
場
所」

と
い
う
よ
り
も「

父
と
子
の
お
い
て
あ
る
場
所
と
し
て
の
聖 

霊」

と
い
う
ふ
う
に
再
表
現
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
小
野
寺 

さ
ん
が
、
そ
う
い
う
私
の
思
案
に
抵
抗
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は 

ど
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。

大
事
な
こ
と
は
、
む
し
ろ
つ
ぎ
の
第
二
点
な
の
で
す
が
、
小
野
寺
さ 

ん
は
な
ぜ
伝
統
的
な
父
と
子
の
聖
霊
と
い
う
、
レ
デ
ィ
ー

•

メ
イ
ド
の 

定
式
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
か
。
こ
ん
な
こ

と

を言
い
ま
す
と
逆
に 

私
の
方
が「

お
前
は
異
端
的
だ

」

な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
気
に
な
っ 

て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
。
し
か
し
敢
え
て
大
胆
な
言
い
方
を
さ
せ
て
頂 

く
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
永
遠
不
変
な
も
の
だ
と
、
よ
く
言 

わ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
本
当
に
具
体
的
な
永
遠
不
変
性
と
い 

う
も
の
は
、
時
と
所
が
変
わ
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
縁
に
し
た
が
っ 

て
変
わ
っ
て
い
く
、
刷
新
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
縁
に
し
た
が
う
性 

質
を
随
縁
性
と
い
う
。
永
遠
性
と
い
う
の
は
随
縁
性
と
矛
盾
的
に
相
即 

す
る
、
こ
れ
が
具
体
的
な
永
遠
じ
ゃ
な
い
か
。
永
遠
の
真
理
と
い
う
あ 

り
方
は
随
縁
性
に
自
分
を
表
現
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
小
野
寺
さ
ん
自 

身
が
多
年
に
わ
た
っ
て
西
田
哲
学
を
媒
介
と
す
る
聖
霊
論
の
再
解
釈
、 

あ
る
い
は
再
表
現
と
い
う
テ
ー
マ
に
専
念
し
て
い
る
、
そ
し
て
新
し
い 

地
平
を
開
い
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
た
し
か
に
随
縁
的
な
研
究 

を
し
て
こ

ら

れ

たの
で
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
三
位

1

体
と
い
う
教
義 

レ
ベ
ル
に
な
り
ま
す
と
、
ピ
タ
ッ
と
そ
の
姿
勢
が
停
止
し
て
し
ま
う
と 

い
う
の
は
、
三
位
一
体
の
教
義
そ
の
も
の
の
東
洋
的
な
再
表
現
な
い
し 

再
解
釈
と
い
う
、
も
う
一
つ
突
っ
込
ん
だ
歴
史
的
課
題
を
さ
け
て
い
る よ

う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

た
し
か
に
父
と
子
と
聖
霊
の
三
位
一
体
説
と
い
う
の
は
、
新
約
聖
書 

の
中
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
聖
書
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ 

た
教
義
で
はあ

り

ま

しょ
う
け
れ
ど
も
、こ
の
教
義
自
体
は
そ
う
い
う 

定
ま
っ
た
形
、
教
義
と
し
て
は
聖
書
の
中
に
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な 

い
。
そ
の
教
義
は
異
端
と
の
神
学
論
争
を
通
じ
て
、
四
世
紀
初
頭
、
第 

一
ニ
ヶ
ア
公
会
議

(

三
ニ
五
年)

で
す
ね
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
度
も
繰 

り
返
し
出
て
き
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

I

つ
の
実
体
三
つ
の
ペ
ル
ソ 

ナ

。

と

こ

ろ

が

、

こ

の

ペ
ル
ソ
ナ
と
い
う
の
は
、私
、

二

十四
才
で
や
つ 

と
カ

ト

リ

ッ

ク信
者
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
ニ

ー

チ

ヱ

の弟
子 

を
自
認
し
て
お
っ
た
人
間
な
の
で
す
。
で
、
信
者
に
な
っ
て
か
ら
公
教

I 

要
理
の
本
格
的
な
勉
強
を
し
た
の
で
す
。
ペ
ル
ソ
ナ
と
い
う
の
は
位
格
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と
訳
さ
れ
て
ま
す
。
人
格
的
人
間
性
で
す
が
、
神
は
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
一 

で
あ
る
。
ぺ
ル
ソ
ナ
と
い
う
の
は
知
恵
と
自
由
意
志
を
持
っ
た
独
立
の 

実
体
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
三
つ
の
実
体
が

f

つ
の
実 

体
か
と
。
論
理
的
矛
盾
も
甚
だ
し
い
の
で
す
が
。
こ

の
カ
ト
リ
ッ
ク
の 

世
界
で
は
、
論
理
的
矛
盾
を
平
気
で
犯
し
て
い
る
の
で
す
。
形
式
論
理 

的
に
厳
密
なス
コ
ラ
哲
学
だ
と
思っ
て
い
た
カ

ト

リ
ッ
ク
で
あ
る
け
れ 

ど
、
天
地
の
||
造
主
、
誠
の
®
造
主
で
あ
る
神
の
母
な
る
マ
リ
ア
と
。 

こ

こ

で我
々
は
疑
問も

な
く
教
会
の
中
で
伝
統
を
と
な
え
て
い
る
。
創 

造
主
の
母
な
る
聖
マ
リ
ア
、
我
ら
の
た
め
に
祈
り
給

え

と

、

こ

う

や

っ 

て
祈
っ
て
い
ま
し
た
。
考
え
て
み
る
と
お
か
し
い
の
で
す
ね
。
全
創
造 

者
の
神
の
母
は被
造
物
で
あ
る
と
い
う
、こ
れ
も
論
理
的
な
矛
盾
なの



で

す
け
れ
ど
、
言
葉
の
矛
盾
を
犯
し
てで
も

、な
お
か
つ
祈
り
が
出
て 

い

る

。

そ

う

い

う
言
葉
と
し
て
出
てい
る

。

こ

れ

は

何

で

あ
る
の
か

。

三
位
一
体
に
も
そ
う
い
う
種
類
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ 

ま
り
論
理
的
一
貫
性
を
も
っ
て
表
現
で
き
な
い
が
、
押
さ
え
難
い
何
も 

の
か
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
言
葉
と
し
て
出
て
く
る
。
言 

葉
の
意
味
に
合
理
的
に
そ
れ
を
選
択
し
て
い
る
と
訳
が
分
か
ら
な
い
。

何
か
人
類
と
し
て
の
深
い
願
望
が
予
感
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
の
じ
ゃ
な 

い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、1

実
体
、
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
と
定
式
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、 

当
時
既
に
い
ろ
ん
な
説
が
あ
っ
た
。
同
じ
三
位
一
体
論
で
も
、
東
方
教 

会
と
西
方
教
会
で
は
解
釈
が
異
な
っ
て
い
た
。
決
し
て
永
遠
不
変
の
真 

理
と
、
こ
れ
で
は
言
え
な
い
。
こ
こ
が
東
西
両
教
会
の
分
裂
の
所
以
に 

な
っ
た

と

い

う

こ

と

は
ご
承
知
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
、
教
義
と
い
う
の
は
信
仰
と
違
っ
て
、
信
仰
か
ら
出
て
く
る 

知
的
な
理
解
、
あ
る
い
は
人
間
の
意
志
が
加
わ
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
、

フ
ヱ
イ
ス
で
な
く
てピ
リ

ー

フ

、信
念
の
体
系
であ

ろ

う

と思
い
ま
す
。 

こ
こ
で
フ

ヱ
イ

ス

とビ
リ
ー
フ
と
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

を
ひ
と
つ
前
提
と
し
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
す
か
ら 

フ
ヱ
イ
ス
は
あ
る
絶
対
性
を
持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
表
現
す
る
も
の 

と
し
て
教
義
が
生
ま
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
教
義
が
ピ
リ
ー
フ
の
段
階 

で
あ
っ
て
、
決
し
て
こ
れ
は
完
結
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
得
な
い
。
も
と 

も
と
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
教
義
と
い
う
も
の
は
教 

会
の
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
と
同
じ
よ
う
に
、
地
域
に
よ
っ
て
刷
新
さ
れ
な け

れ
ば
な
ら
な
い
。
教
会
は
常
に
新
し
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

カ

ト

リ

ッ

ク

の
教
会
の
内
部
で
も
、
こ
う
一
言
わ
れ
て
お

り

ま

し

た

。

普
遍
性
と
随
縁
性
の
相
即
的
な関
係
、
新
し
く
一 

旦
決
め
ら
れ
た
教 

義
が
そ
う
軽
々
し
く
変
更
し
て
い
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
お 

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
私
が
敢
え
て
、
ま
だ
こ
だ
わ
っ
て 

い
る
の
は
、
父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
こ
の
図
式
の
中
に
な
ぜ
母
が
存
在 

し
な
い
の
か
。
お
母
さ
ん
が
ど
う
し
て
存
在
し
な
い
の
か
、
こ
れ
が
多 

年
く
す
ぶ
り
続
け
て
き
た
私
の
疑
問
で
す
。
大
事
な
事
柄
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
は
、
か
な
り
最
近
明
確
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ 

は
、
現
代
抬
頭
し
つ
つ
あ
る
女
性
開
放
運
動
、
フ
ヱ
ミ
ニ
ズ
ム
の
運
動 

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
更
に
男
性
社
会
が
生
み
出
し
た
で
あ
ろ
う
教
義

一
 

へ
の
影
響
と
い
う
長
い
欧
米
に
於
け
る
歴
史
、
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
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れ
ま
す
。
 

一

小
野
寺
さ
ん
が
ど
う
し
て
父
と
子
と
聖
霊
の
三

位一

体
に
満
足
し
て
、 

母
が
な
い
の
が
さ
び
し
い
と
思
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
た
し
か
に
小
野 

寺
さ
ん
の
大
地
性
と
い
う
の
は
偉
大
な
る
母
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、 

父
と
子
と
聖
霊
と
い
う三
位
一
体
の
i

に
関
し
て
は
何
のi

も
お
っ 

し
や
ら
な
い
。
母
が
い
な
く
て
も
平
気
で
す
ね
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
こ 

じ
つ
け
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
人
の
共
通
体
験
、
幼
児 

期
に
肉
親
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
私
は
四
才
の
時
に 

母
を
亡
く
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
小
野
寺
さ
ん
が
亡
く
さ
れ
た
の
は
父 

上
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
小
野
寺
さ
ん
の
魂
の
底
に
は
、
父
親
、 

お
父
さ
ん
に
対
す
る
非
常
に
深
い
憧
憬
の
情
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で



は
な
い
か
。
父
な
る
神
、
天
に
在
す
父
な
る
神
と
い
う
、
お
父
さ
ん
へ 

の
隠
れ
た
思
慕
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
父.

子

•
聖
霊
の
三
位
一
体
論
が
母
性
原
理
を
排
除
し
て 

き
た
限
り
で
は
や
は
り
、
父
権
社
会
と
い
う
特
定
の
事
態
を
反
映
し
て 

制
約
さ
れ
て
い
る
教
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る 

と
思
い
ま
す
。
人
間
性
の
あ
る
一
面
が
そ
れ
に
よ
っ
て
非
常
に
深
く
長 

く
抑
圧
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
言
え
る 

と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
を
傍
証
す
る
か
の
よ
う
な
ユ
ン
グ
の
面
白
い
紹
介
が
あ 

り
ま
す
。
ユ
ン
グ
に
よ
り
ま
す
と
、
エ
ド
ワ
'

—

ド•

エ
ル
ナ
I
ト
と
い 

う
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
で
す
が
、
こ
の
人
が
自
分
の
神
体 

験
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「

主
な
る
神
は
両
性
性
を
持
っ
て 

い
る
。

つ
ま
り
女
性
的
で
あ
り
な
が
ら
男
性
的
で
あ
り
、
母
で
あ
り
な 

が
ら
父
で
あ
る」

と
。
そ
れ
か
ら
女
性
原
理
を
排
除
す
る
教
義
が
女
性 

権
力
を
厳
し
く
排
除
し
て
い
た
、
そ
う
い
う
伝
統
が
ま
る
で
永
遠
不
変 

で
あ
る
か
の
如
く
君
臨
し
て
い
た
時
代
に
、
十
九
世
紀
、
ス
イ
ス
の
神 

秘
家
ニ
コ
ラ

ゥ

ス

が

見
た
三
位
一
体
の
ヴイ
ジ

ョ
ン
と
い
う
の
は
、
伝 

統
的
な
も
の
と
は
ま
る
で
違
っ
て
、
正

の

異

^5

な
神
の
三
位
ヴ
イ 

ジ
ョ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
れ
は
父
と
母
と
子
と
、
母
が
入
っ
て
い
ま 

す
。
こ
の
ニ
コ
ラ
ゥ
ス
は
一
九
四
七
年
に
列
聖
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
、 

異
端
で
あ
っ
た
父
と
母
と
子
と
い
う
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
を
受
け
て
、
異
端
的 

な
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
を
み
た
途
端
に
非
常
に
本
人
が
と
ま
ど
っ
た
そ
う
で
す
。 

こ
れ
は
何
か
深
い
母
性
、
母
心
に
対
す
る
憧
憬
を
物
語
つ
て
い
る
と
思 い

ま
す
し
、
何
も
列
聖
の
条
件
を
妨
げ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
奨
励 

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
自
身
も
、
人
間
を
神
様
は
ご
自
分 

の
姿
に
に
せ
て
男
と
女
に
創
り
給
う
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
や
は 

り
神
様
は
男
性
原
理

•

父
性
原
理
と
女
性
原
理

•

母
性
原
理
の
超
越
的 

な
次
元
に
於
け
る
統
合
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
歴
史
上
の
特
定
の
時
と
所
に
制
約
さ
れ
た
教
義
か
ら
私
達 

は
脱
皮
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
刷
新
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ 

し
て
本
来
の
人
間
性
が
普
遍
的
、
具
体
的
に
要
請
し
て
い
る
新
し
い
神 

学
を
開
発
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
東
洋
や
母
性
の 

原
理
な
ど
を
、
旧
来
、
長
い
間
、
人
類
史
の
舞
台
裏
で
日
の
目
を
見
な 

か
っ
た
、
深
層
心
理
学
的
に
申
し
ま
す
と
ア
ー
キ
タ
ィ
プ
を
再
評
価
し
一 

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
こ
れ
が
全
世
界
に
開
か
れ
た
普
遍
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的
な
神
学
形
式
の

I

一
十|

世
紀
的
な
課
題
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。一

昨
日
、
小
野
寺
さ
ん
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
下
村
寅
太
郎
先
生
の
、
小 

野
寺
さ
ん
に
対
す
る
激
励
の
書
簡
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
読
み 

ま
し
た
。「

ョ
ー
ロ
ッ
パ
的
キ
リ
ス
ト
教
に
異
端
で
あ
っ
て
も
、
必
ず 

し

も

キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
異
端
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
根 

性
が
あ

っ

て

も

い
い
の
じ
ゃ
な
いか

」

と
。「

既
成
の
神
学
思
想
を
離 

れ
て
、
本
当
の
キ
リ
ス
ト
教
の
経
験
に
基
づ
く
根
源
的
な
問
い
を
出
す 

こ
と
が
大
切
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か

」

と
い
う
言
葉
。

そ
こ
で
最
後
に
、
新
し
い
三
位
一
体
論
と
し
て
次
の
よ
う
な
具
体
的 

提
言
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ひ
と
こ
と
述
べ
て
終
わ
り
た
い 

と
思
い
ま
す
。



小
野
寺
さ
ん
が「

父
と
子
と
聖
霊
の
お
い
て
あ
る
場
所
と
し
て
の
三 

位
一
体
論
再
考」

と
、
こ
れ
は
ま
だ
西
洋
的
神
学
的
規
範
に
こ
だ
わ
り
、 

こ
れ
に
配
慮
を
示
し
て
、
絶
対
無
と
し
て
の
場
所
と
折
衷
さ
せ
た
よ
う 

な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
や
は
り
無
理
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。 

も
っ
と
根
源
的
な
仏
教
、
道
教
、
儒
教
、
神
道
な
ど
と
の
出
会
い
を
通 

し
て
、
例
え
ば「

空
即
是
色」

と
か
陰
陽
道
、「

陰
極
ま
れ
ば
陽
に
達 

し」

と
い
う
、
そ
れ
、動

き

が

起

こっ
て
い
る
陰
陽
道
と
い
っ
た
東
洋 

的
な
聖
霊
神
学
へ
挑
戦
さ
れ
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。

つ
ま
り
、
こ 

の
よ
う
な
東
洋
的
伝
統
の
中
に
も
既
に
含
ま
れ
て
い
る
実
在
の
三
一
構 

造
と
い
う
も
の
を
糧
に
し
て
、
こ
れ
を
媒
介
に
し
て
新
し
い

キ

リ

ス

ト
 

教
的
な
神
学
の
再
建
に
挑
戦
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
こ
と
は
何
も
、
い
き
な
り
伝
統
的
な
三
位
一
体
論
を
否
定
せ
よ
と 

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

一
種
の
す
み
わ
け
理
論
と
で
も
い
い
ま
し
ょ 

う
か
。
三一

的
世
界
の
豊
か
な
表
現
形
式
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い 

か
と
思

う
わ
け
で
す
。
小
野
寺
さ
ん
の
ひ
た
む
き
な
聖
霊
神
学
的
思
索 

に
深
い
敬
意
を
表
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
再
考
を
も
う
ひ
と
つ
、
再
再 

考
を
し
て
頂
く
こ
と
を
期
待
し
て
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。

司

会

者

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
八
木
先
生
に
お
願
い
い 

た
し
ま
す
。

八
木
誠I

ク
リ
ア
ー
な
結
論
に
ま
だ
達
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り 

ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

新
約
聖
書
か
ら
言
い
ま
す
と
、
特

に

「

イ
エ
ス
と
の
出
会
い
が
神
と

の
出
会
い
で
あ
る

」

と
い
う
方
向
で
の
語
り
と
、

「

キ
リ
ス
ト
は
我
が 

う
ち
に
生
き
給
う

」

と
い
う
方
向
か
ら
の
語
り
と
は
ま
る
で
違
う
の
で 

す
。
前
者
の
方
だ
と
、
例
え
ば

「

ィ
エ
ス
が
受
洗
し
た
あ
と
、
神
か
ら 

聖
霊
が
キ
リ
ス
ト
の
上
に
鳩
の
如
く
く
だ
っ
た

」

と
い
う
く
だ
り
が
あ 

り
ま
す
が
、
そ
こ
が
や
っ
ぱ
り
、
三
つ
の
位
格
が
パ
ラ
パ
ラ
に
な
っ
て 

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
三
位
一
体
論
が
き
ち
ん
と
成 

り
立
つ
の
は
あ
と
の
方
、
つ
ま
り
自
覚
と
い
い
ま
す
か
、
自
己
の
根
底 

と
い
い
ま
す
か
、
自
己
の
根
底
に
自
分
を
越
え
た
も
の
が
あ
ら
わ
に
な 

る
と
い
う
、
そ
っ
ち
の
方
で
す
の
で
、
そ
っ
ち
の
方
を
中
心
に
申
し
ま 

す
。さ

て
、
新
約
聖
書
で
、
神
と
キ
リ
ス
ト
と
人
間
の
関
係
で
、

一

つ

は

I 

「

人
間
が
キ

リ

ス

ト

の中
に
あ
る
、
キ
リ
ス
ト
は
神
の
中
に
あ
る

」

と 

い
う
言
い
方
。
逆

に「

神
が
キ
リ
ス
ト
の
中
に
あ
っ
て
、
キ

リ

ス

ト

が
一
 

人
間
の
中
に
あ
る

」

と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
っ
ち
の
方
が 

自
覚
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
の
中
に
自
分
を
越
え
た
も
の
が
働
い
て
い 

る
と
。
こ
っ
ち
の
方
をと

る
と
世
界
が
神
の
中
に
あ
る
。
こ
っ
ち
は
神 

が
世
界
の
中
に
あ
る
と
い
う
言
い
方
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
う
い
う
意 

味
で
は
小
野
寺
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い
る
意
味
と
は
全
然
違
う
け
れ
ど
も
、 

世
界
と
い
う
も
の
の
中
に
神
が
あ
る
と
、
そ
う
い
う
言
い
方
が
可
能
に 

な
っ
て

く

る

とい
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
そ
の
関
係
と
、
小
野
寺
さ
ん
が
言
っ
て
お
ら
れ
た
三
一
神 

論
と
が
関
係
し
ま
す
の
で
、
基
礎
的
な
説
明
か
ら
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

三
位
一
体
論
。
父
な
る
神
、
子
な
る
神
、
聖
霊
な
る
神
の
関
係
と
い



う
こ
と
で
、
伝
統
的
に
三
神
論
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
し
、
ま
た
一
つ 

の
も
の
の
違
っ
た
様
態
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
い
け
な
い
と
い
う 

非
常
に
厳
し
い
と
い
う
か
、
む
ず
か
し
い
条
件
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
内
在
的三
位
一
体
論
と
経
綸
的三
位
一
体
論
が
あ
り
ま
し 

て
、
内
在
的
な
方
で
す
が
、
こ
れ
は
父
と
子
と
聖
霊
で
、
世
界
を
考
え 

に
入
れ
な
い
の
で
す
。
父
と
子
と
聖
霊
の
関
係
そ
れ
自
身
を
言
っ
て
い 

る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、
父
と
子
と
愛
と
い
う
、 

そ
う
い
う
こ
と
で
、
い
ま
お
話
が
あ
り
ま
し
た
父
と
子
と
が
、
そ
こ
に 

お
い
て
あ
る
場
所
と
し
て
の
聖
霊
と
い
う
よ
う
な
、
こ
れ
に
近
い
も
の 

で
す
が
、
こ
れ
は
と
に
か
く
一
一
神
論
的
に
な
り
や
す
い
傾
向
で
す
け
れ 

ど
も
、
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
聖
書
の
場
合
に
神
様
が
語
る
と
い
う
、
自
己
の
根
底
に
自
分 

を
超
え
た
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
を
言
い
表
す
と
い
う
場
合
に
は
、 

自
己
と
神
の
関
係
が
作
用
的
一
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
別
に
し
な
け
れ 

ば
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
実
体
的
一
で
な
く
て
作
用
的
一
。 

そ
う
す
る
と
神
は
作
用
で
す
か
ら
、
働
き
を
分
節
す
る
と
、
そ
う
い
う 

こ
と
に
な
る
か
ら
、
働
く
も
の
と
、
働
き
の
内
容
と
、
働
き
の
全
体
と
、 

こ
う
い
う
関
係
が
あ
る
わ
け
で
す
。

私
は
三
位
一
体
論
の
中
で

一

番
納
得
が
で
き
る
の
は
ヵ
ー
ル

•

パ
ル 

卜
の
啓
示
概
念
の
分
析
か
ら
基
礎
づ
け
た
三
位
一
体
論
で
す
け
れ
ど
、

才
ッ
フ
ヱ
ン
パ
ー
ラ
、
才
ッ
フ
ヱ
ン
パ
ー

ル
ン
グ
、
才
ッ
フ
ヱ
ン
パ
ー

ル
ザ
ィ
ン
。
こ
の
場
合
は
、

「

父
な
る
神」

が

「

啓
示
す
る
も
の」

で 

「

子」

が

「

啓
示
そ
の
も
の」

で
、「

啓
示
さ
れ
た
状
態

」

が
聖
霊
だ
と
、

い
う
ふ
う
な
こ
と
を
ヵ
ー
ル•
パ
ル
卜
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
経
綸
的
な
三
位

I

体
論
は
、
こ
れ
は
全
く
世
界
と
の 

関
係
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、
世
界 

を
三
つ
の
時
に
分
け
ま
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
時
、
イ
エ
ス
の
時
、
教 

会
の
時
と
、
こ
の
よ
う
に
分
け
ま
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
時
は
父
な
る
神 

の
時
で
、
イ
エ
ス
が
子
の
時
、
教
会
と
い
う
の
は
聖
霊
の
時
で
、
最
後 

の
聖
霊
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
が
聖
霊
を
世
に
つ
か
わ
す
と
い
う
、 

関
係
に
な
る
の
で
す
。

三
位
一
体
論
は
こ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
の
場
合
は
父
と
子
と
聖
霊
と 

い
う
三
つ
の
言
葉
で
語
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
論
が
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス
の
キ
リ
ス
ト
に

I 

於
け
る
神
性(

彼
岸
性)

と
人
性(

此
岸
性)

は
凡
て
一
で
あ
る
。

ひ
89 

と
つ
の
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
ロ
ゴ
ス
と
イ
エ
ス
と
キ
リ
ス
ト
、
あ

れ

は

一
 

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
で
す
が
、
神
と
等
し
い
ロ
ゴ
ス
が
受
肉
し
て
、
と
い
う 

こ
と
な
の
で
、
イ
エ
ス
が
死
ん
で
神
の
み
も
と
に
高
め
ら
れ
て
キ
リ
ス 

卜
と
し
て
、
高
め
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
と
し
て
人
類
救
済
の
た
め
に
働
く
。 

こ
っ
ち
の
方
で
、三
位
一
体
論
と
い
う
の
は
、
ま
ず
は
キ
リ
ス
ト論
だ 

と
、
そ
う
考
え
る
の
で
す
が
。
た
だ
、
経
綸
的
三
位
一
体論
と
、
い
ま 

の
キ
リ
ス
ト
論
と
比
べ
る
と
、
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

つ
ま
り
父
の
時 

と
い
う
の
は
、
そ
の
父
が
ロ
ゴ
ス
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
子
の 

時
と
イ
エ
ス
が
対
応
し
て
、
聖
霊
の
時
と
は
キ
リ
ス
ト
。
で
す
か
ら
キ 

リ
ス
ト
論
と経
綸
的
な
三
位1

体
論
と
は
あ
る
対
応
が
存
在
す
る
が
、 

キ
リ
ス
ト
論
と内
在
的
三
位
一
体論
で
は
違
う
わ
け
な
の
で
す
。



仏
教
と
の
対
比
は
、
仏
教
の
三
身
論
と
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位

1

体
論 

と

比
較
す
る

こ
と
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
私
は
現
実
で
は
な
い
と
思
っ 

て
い
ま
す
。
で
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
仏
教
の
方
か
ら
探
し
て
み
ま
す 

と
、
や
は
り
私
の
一
番
目
に
つ
く
の
は
浄
土
教
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、

才

ッ

フ

ェ

ン

バ

ー

ラ

、

才

ッ

フ

ェ

ン

パ

ー

ル

ン

グ

、

才

ッ

フ

ェ

ン

パ

ー

ル
ザ
ィ
ン
、
そ
の
関
係
に
一
番
近
い
の
が
、
弥
陀
と
願
力
と
回
向
の
関 

係
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
に
相
当
し
て
い
る
と
私
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
に 

思
わ
れ
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
論
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
法
性
法
身
か
ら
法
蔵
菩 

鹾
が
出
て
、
そ
し
て
願
を
た
て
て
願
が
成
就
し
て
阿
弥
陀
仏
に
な
る
場 

合
で
す
け
れ
ど
。
法性
法
身
か
ら
法
蔵菩
薩
、
阿
弥
陀仏
と
。
阿
弥
陀 

仏
が
変
化
し
て
回
向
の
成
就
で
す
が
、
こ
れ
が
ロ
ゴ
ス
及
び
キ
リ
ス
ト 

と
の
関
係
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
ま
あ
一
般
化
す
る
と
法
身
と
応
身 

と
報
身
と
な
りま

し

ょ

うか
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
で
す
か
ら
三 

身
論
と
い
う
の
は
結
局
、

一
面
で
は
キ
リ
ス
ト
論
、
他
面
で
は

聖
霊
的 

三
位1

体
論
に
対
応
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
こ

う
思
っ
て
い
る 

わ
け
で
。
こ
れ
は
小
野
寺
さ
ん
だ
け
で
な
く
て
、
よ
く
な
さ
れ
る
こ
と 

で
す
が
。
仏
教
的
な
三
身
論
と
三
位
一
体
論
と
直
接
に
比
較
し
て
お
ら 

れ
る

よ

うな
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
と 

思
い
ま
す
。

こ
れ
が
第
一
一
点
。

第
三
点
は
、
こ
れ
は
ま
だ
書
い
て
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ 

と
を
念
頭
に
お
い
て
、
西
田
の
場
合
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
に
、 

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
、
い
ま
の
三
位
一
体
論
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
論
と 対

応
し
て
く
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
。

こ
れ
は
直
接
経
験
で
は
な
く
て
純
粋
経
験
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。 

場
所
と
い
う
中
に
は
純
粋
経
験
の
自
覚
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、 

こ
れ
に
い
ま
の
三
位
一
体
な
い
し
キ
リ
ス
ト
論
的
な
も
の
を
配
し
て
み 

た
ら
ど

う

な

るの
だ
ろ
う
と
。
純
枠
経
験
、
こ
れ
応
身
で
は
あ
り
ま
せ 

ん
。
こ
こ
に
は
覚
者
、
自
覚
と
い
う
の
は
内
在
的
超
越
と
よ
く
小
野
寺 

さ
ん
が
言
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
超
越
的
内
在
で
は
な
く
て
、
内
在
的
超 

越
で
、
西
田
の
場
所
的
自
覚
、
こ
れ
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
自
分
の 

根
底
は
内
在
的
超
越
だ
と
。
場
所
に
は
超
越
面
と
内
在
面
が
あ
る
わ
け 

で
す
か
ら
、
超
越
面
が
あ
っ
て
、
超
越
的
超
越
と
超
越
的
内
在
と
内
在 

的
超
越
に
変
え
る
内
在
化
の
働
き
、
こ
れ
が
聖
霊
に
当
た
る
わ
け
で
。

一
 

と
す
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
父
な
る
神
に
当
た
る
わ
け
で
す
。

そ

う
90 

す
る
と
、D

ゴ
ス
と
い
わ
れ
る
も
の
の
内
容
は
何
か
。
こ
れ
は
聖
霊
の
一 

中
に
よ
く
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
統
合
原
理 

で
す
か
ら
、
働
き
を
も
っ
た
何
か
、
働
く
も
の
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、 

働
く
も
の
、
働
き
の
内
容
、
伝
達
あ
る
い
は
神
の
自
己
伝
達
、
こ
う
い 

う
構
造
で
す
。

ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
た
ら
、
非
常
に
よ
く
分
か
る
け
れ
ど
も
、 

絶
対
無
が
や
っ
ぱ
り
何
か
、
客
観
化
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
客
観
的
に 

考
え
て
、
ま
あ
、
い
ら
つ
し
や
ら
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
少
な
く 

と
も
表
現
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
が
気 

に
な
り
ま
す
ね
。

司

会

者

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
小
野
寺
先
生
ど
う
ぞ
。



小
野
寺
本
多
先
生
の
お
話
、
最
も
よ
く
知
る
友
人
と
し
て
、
私
の
深 

層
心
理
ま
で
提
供
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
非
常
に
感
動
し 

た
と
い
う
か
、
改
め
て
自
分
を
発
見
し
た
と
い
う
か
。
た
し
か
に
、
そ 

う
言
わ
れ
れ
ば
そ
う
だ
と
い
う
か
。

私
の
生
ま
れ
た
年
の
翌
年
に
父
が
交
通
事
故
で
死
ん
で
ま
す
の
で
、 

私
は
父
を
見
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
何
も
不
自
由
は
な
か
っ
た
の
で 

す
が
、
潜
在
意
識
で
は
や
は
り
、
父
な
る
も
の
を
追
求
し
て
き
た
と
思 

い
ま
す
の
で
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
な
る
我
々
の
父
と
い
う
信
仰 

に
出
会
っ
て
、
非
常
に
深
い
共
感
を
も
っ
た
の
で
す
ね
。
私
の
小
学
校 

の
同
級
生
で
父
親
が
生
き
て
い
る
人
は

一
人
も
お
り
ま
せ
ん
。
全
員
父 

親
が
不
在
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
私
の
心
の
中
に
は
永
遠
な
る 

父
と
い
う
信
仰
が
生
き
て
お
り
ま
し
て
、
父
の
不
在
と
い
う
よ
う
な
、 

逆
に
、
永
遠
の
父
と
い
う
も
の
に
と
け
合
う
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た 

の
で
、
そ
れ
は
私
の
信
仰
生
活
の
最
大
の
恩
恵
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し 

て
、
そ
の
自
分
の
意
識
が
私
の
理
論
に
投
入
し
て
い
る
と
は
夢
に
も
思 

わ
な
か
っ
た
で
す
ね
。
本
多
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
愕
然
と
し
た
わ
け
で 

す
。
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

『

父
と
子』

と
い
う
作
品
を
何
度
読
ん
だ
か
分 

か
り
ま
せ
ん
。
父
親
が
全
く
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
や
っ 

て
司
祭
の
中
に
自
分
の
父
親
像
を
見
つ
け
た
わ
け
で
す
。
と
に
か
く
自 

分
が
経
験
し
た
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
通
し
て
、
父
な
る
も
の
の
本
当
の
姿 

を
追
求
し
てき

ま

し

たの
で
、
や
は
り
父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
時
に
疑

わ

な

い

と

い

う
か
、
教
義
を
再
考す

る

と

い

う

よ

う

な

の
は
、
殆
ど
伝 

統
的
な
三一

論
を
肯
定
する
形
で
展
開
し
てき

た

わ

け

で

す

。
私
の
深 

層
心
理
の
秘
密
を
言
わ
れ
たわ
け

で

す

。

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

最
初
の
問
題
点
。
場
所
が
ひ
と
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
で
は
な
く
て
、
ペ
ル 

ソ
ナ
を
関
わ
ら
せ
る
場
所
だ
か
ら
聖
霊
論
に
発
展
し
た
、
と
。

「

父
と 

子
の
お
い
て
あ
る
場
所
と
し
て
の
聖
霊

」

と
い
う
形
で
再
表
現
で
き
な 

い
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
抵
抗
は
な
い
の
で
す
。

「

父
と
子
の 

お
い
て
あ
る
場
所

」

と
し
て
聖
霊
を
再
表
現
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と 

を
言
わ
れ
る
と
、
父
と
子
と
の
関
係
で
す
の
で
再
表
現
で
き
る
か
も
し 

れ
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
は
じ
め
て
う
か
が
っ
た
こ
と 

で
す
の
で
、
少
し
保
留
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

 

I 

r

三
位
一
体
に
お
け
る
場
所

」

と
い
う
の
は
大
地
性
の
捉
え
方
な
の
剋 

で
、
大
地
性
が
母
な
る
も
の
と
い
う
、
い
つ
も
考
え
て
き
ま
し
た
。
で
、

一
 

今

度『

大
地
の
神
学』

でr

マ
リ
ア
論」

と
い
う
の
を
書
き
ま
し
た
。

西
谷
啓
治
先
生
の
無
原
罪
の
聖
母
に
対
す
る
考
え
方
を
出
発
点
に
し
て
、

無
原
罪
の
マ
リ
ア
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
場
合
、
西
谷
先
生
は
随
分 

長
い
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
非
神
話
化
の
ひ
と
つ
の
事
例 

と
し
て
、
聖
母
マ
リ
ア
に
関
す
る
深
い
神
秘
を
取
り
出
そ
う
と
し
て
お 

ら
れ
ま
す
。
こ
こ
を
出
発
点
に
し
て
、
淹
沢
克
己
と
ヵ
ー
ル
•
バ
ル
ト 

の「

マ
リ
ア
は
聖
霊
に
よ
っ
て
み
ご
も
っ
た

」

と
い
う
解
釈
、
そ
こ
を 

関
連
づ
け
て
、
私

の『

大
地
の
神
学』

で
そ
れ
を
ヵ
ト
リ
ッ
ク
的
に
解 

釈
し
始
め
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら

「

聖
霊
論」

と
い
う
も
の
を「

聖
母 

論」

か
ら
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
今
年
は

「

キ
リ
ス
ト
論」

を
書
き
ま



す
。
そ
の
次
は
も
う
定
年
で
す
け
れ
ど
も
、
で
き
れ
ば

「

神
論」

を
書 

き
ま
し
て
、
最
後
は

「

三
位
一
体
論」

を
纏
め
る
と
い
う
、
さ
っ
き
の 

話
が
出
て
き
ま
す
が
、

「

三
位
一
体
の
お
い
て
あ
る
場
所

」

と
い
う
の
は
、 

あ
る
意
味
で
母
な
る
大
地
と
い
う
発
想
で
、
こ
れ
が
母
な
る
も
の
の
私 

の
位
置
づ
け
。
ち
ょ
っ
と
本
多
先
生
の
問
い
に
対
す
る
答
え
に
な
ら
な 

い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
に
は
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
、
も
う
一
人
、
三
位
一
体
論
で
非
常
に
深
い
思
索
を
し
た
人 

は
へ
ー
ゲ
ル
な
の
で
、
そ
れ
は

「

判
断
論」

と

い

う形
で
三一

論
と
い 

う
も
の
を
追
求
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
弁
証
法
と
い
う
か
、
そ
も
そ 

も
三
位
一
体
と
い
う
の
は
神
の
自
覚
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
 

へ
！
ゲ
ル
は
そ
こ
に
気
づ
い
て
い
る
。
判
断
の
問
題
と
し
て
追
求
し
て 

ア

ン
•
ズ
ィ

ッ

ヒ

なも
の
、
フ

ユ

！ル
•
ズ
ィ

ッ

ヒ

、

ア

ン
•
ウ
ン
ト
• 

フ
ュ
ー
ル.

ズ
ィ
ヒ
と
い
う
形
で
弁
証
法
の
構
造
で
展
開
し
た
と
思
い 

ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
三
位
一
体
論
の
哲
学
的
な
展
開
。
し
か
し

「

判 

断
論」

に
着
目
し
たと

い

うこ
と
が
非
常
に
鋭
い
考
察
だ
と
思
っ
た
の 

で
す
。
で
、
西
田
幾
多
郎
先
生
は
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
な
三
一
論
的 

な
捉
え
方
と
自
覚
の
捉
え
方
を
絶
対
弁
証
法
的
な
形
に
展
開
し
た
の
で
、 

永
遠
な
る
も
の
の
自
己
限
定
と
い
う
こ
と
で
捉
え
て
、
絶
対
矛
盾
的
自 

己
同
一
の
捉
え
方
に
も
っ
て
い
っ
た
の
で
、
そ
こ
は
や
は
り
へ

ー

ゲ
ル 

よ
り
も
三
位
一
体
論
的
な
発
想
に近

く

なっ

て

い

るの
で
は
な

い

か

と
 

い
う
の
が
私
の
予
想
で
す
。
三
位
一
体
論
と
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の 

論
理
を
ど
こ
で
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
お
り
合
わ
せ
る
か
、
と
い
う
か
、 

铳
合
す
る
か
と
い
う
か
、
そ
の
原
点
は
何
だ
ろ
う
と
追
求
し
た
時
に
、

「

三
位
一
体
の
場
所

」

と
い
う
、「

三
位
の
場
所」

と
い
う
、
そ
こ
な
の 

で
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
理
論
化
し
て
き
た
の
で 

す
が
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
け
ど
、
考
え
て
頂
き
た
い
の
で 

す
。
八
木
先
生
の
考
え
方
を
私
読
ん
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
た
だ
、
今 

の
図
式
を
見
て
、
純
粋
経
験
の
自
覚
と
い
う
と
こ
ろ
を
内
在
的
超
越
と 

い
う
の
を
も
っ
て
い
っ
て
、
場
所
と
い
う
と
こ
ろ
で
超
越
的
内
在
へ
と 

転
換
し
て
し

ま

うの
か
。

八

木

そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
純
粋
経
験
、
自
覚
の
場
所
が
あ
る
わ
け
で 

す
。
場
所
と
い
う
の
は
西
田
の
言
葉
で
い
え
ば
矛
盾
的
同
一
で
し
ょ
。 

だ
か
ら
、
矛
盾
的
同
一
に
し
た
ら
や
は
り
超
越
面
と
な

っ

て

し

ま

う

面 

も
あ
る
、
だ
か
ら
場
所
の
超
越
面
の
こ
と
を
、
言
っ
た
わ
け
で
す
。

小

野

寺

な
る
ほ
ど
、
分
か
り
ま
し
た
。

八

木

場
所
に
超
越
面
と
内
在
面
と
あ
っ
て
、
区
別
で
す
ね
。
分
け
て 

考
え
て
い
き
ま
す
。
超
越
面
に
つ
い
て
、
あ
あ
い
う
関
係
が
あ
る
わ
け 

で
す
。
聖
霊
は
超
越
面
と
内
在
面
と
つ
な
い
で
考
え
て
。
そ
う
い
う
つ 

も
り
で
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

小

野

寺

そ
れ
な
ら
ば
分
か
り
ま
す
。
あ
と
は
、
私
は
八
木
先
生
の
バ 

ル
卜
の
あ
れ
は
、
特
に
、
私
と
し
て
理
解
で
き
る
ま
で
、
む
し
ろ
教
え 

て
頂
き
た
い
と
思
う
の
が
本
意
で
す
の
で
、
そ
の
く
ら
い
に
し
て
お
き 

ま
す
。
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