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　私
の
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
著
作
の
中
に
、
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
（
昭
和
三
六
年
）
、
『
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
（
同
四

九年
）
、
『
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
論
集
ー
』
（
同
五
五
年
）
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
神
学
的
宗
教
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て
説

明
し
、
か
つ
、
そ
れ
の
成
立
の
可
能
性
を
探
究
し
、
ま
た
い
さ
さ
か
な
り
と
も
そ
れ
の
現
実
化
の
方
途
を
見
出
そ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
私
の
試
み
に
は
、
か
な
り
同
情
的
な
若
干
の
人
々
も
い
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
多
分
そ
れ
以
上
に
多
く
の
人
々
が

批
判
的
に見
て
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
い
う
批
判
を
謙
虚
に
受
け
と
め
且
つ
そ
れ
を
糧
と
し
な
が
ら
向
後
、
で
き
る
だ

け
思
想
的
進
展
を
計
り
た
い
と
い
う
こ
と
が
私
の
念
願
で
あ
る
。

　神
学
的
宗
教
哲
学
と
い
う
呼
称
は
、
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
対

比的
用
例
を
、
私
は
故
菅
円
吉
氏
か
ら
学
ん
だ
。
す
で
に
、
昭
和
三
〇
年
に
上
梓
さ
れ
た
拙
著
『
宗
教
哲
学
』
に
お
い
て
、
菅
円
吉
氏
の

著
書
『
「宗
教
」
1
宗
教
哲
学
序
説
』
に
関
説
し
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
少
し
長
い
け
れ
ど
も
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
「さ
て
神
学
と
の
関
係
に
お
い
て
宗
教
哲
学
の
性
格
を
規
定
し
よ
う
と
試
み
る
場
合
に
、
余
り
明
確
で
厳
密
な
規
定
と
な
り
え
な
い
と

し
て
も
、
曽
て
菅
円
吉
氏
が
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
応
、
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
神
学
的
宗
教
哲
学
の
二
類
型
を
区
別
し
て
考
え
て
み
る
こ
と

は

許さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
場
合
、
一
ロ
に
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
い
い
、
ま
た
神
学
的
宗
教
哲
学
と
い
っ
て
も
、
そ
の
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形
態
なり
性
格
が
決
し
て
一
様
で
な
い
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
思
う
。
併
し
大
体
を
い
え
ば
、
哲
学
的
宗
教
哲
学
の
場
合
は
、

哲
学
に
よ
っ
て
神
学
が
裏
づ
け
ら
れ
る
か
、
或
は
神
学
が
哲
学
に
解
消
さ
れ
る
ご
と
き
趣
な
い
し
は
傾
向
が
顕
著
に
示
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
神
学
的
宗
教
哲
学
の
場
合
は
、
反
対
に
そ
の
哲
学
が
神
学
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
、
或
は
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
面
が
強
く
あ

ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
右
の
よ
う
に
、
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
神
学
的
宗
教
哲
学
の
二
類
型
を
立
て
て
、
宗
教
哲
学
の
性
格
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
揚
合

に
、
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
二
類
型
を
分
か
と
う
と
す
る
試
み
自
体
が
、
実
は
何
ら
か
の
意
味
で
神
学
と
哲
学
の

対

立関
係
を
前
提
し
、
従
っ
て
両
者
の
固
有
性
な
い
し
は
独
自
性
を
認
め
た
上
で
、
宗
教
哲
学
が
い
わ
ば
両
者
の
媒
介
的
地
位
に
立
つ
こ

と
を
認
め
る
が
ご
と
き
見
地
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
従
っ
て
神
学
の
固
有
性
な
い
し
は
独
自
性
を
全
く
認
め
ず
、
ま
た
実
定

的
宗
教
の

信
仰
的

体
験と
全
く
無
媒
介
な
宗
教
の
哲
学
的
考
察
や
或
は
哲
学
的
世
界
観
が
そ
の
ま
ま
宗
教
的
含
蓄
や
神
秘
思
想
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
が
果
し
て
宗
教
哲
学
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
個
の
問
題
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
こ

こ
で
は
そ
う
い
っ
た
意
味
の
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
関
心
を
注
ぐ
こ
と
は
や
め
て
、
専
ら
神
学
と
哲
学
の
関
係
と
い
う
見
地
か
ら
宗
教
哲
学

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。
即
ち
、
こ
こ
で
億
予
め
い
わ
ゆ
る
宗
教
哲
学
の
形
而
上
学
的
類
型
に
属
す
る
も
の
と
し
て

の哲
学
的
宗
教
哲
学
は
考
慮
の
外
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…

　
宗

教哲
学
が
、
神
学
お
よ
び
哲
学
の
対
立
的
関
係
を
予
想
し
、
か
つ
両
者
の
固
有
性
な
い
し
は
独
自
性
を
認
め
た
上
で
両
者
を
媒
介
す

る
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
、
単
に
哲
学
的
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
神
学
的
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
、
神
学
的
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
哲
学
が
神
学
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
、
或
は
こ
れ
に
ょ

っ

て

規定
さ
れ
る
面
が
強
く
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
神
学
に
帰
一
す
る
と



いう
の
で
は
な
く
て
、
や
は
り
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
神
学
と
哲
学
と
の
否
定
的
媒
介
関
係
は
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ

ばな
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
場
合
宗
教
哲
学
が
即
神
学
で
あ
り
、
或
は
神
学
が
そ
れ
自
身
宗
教
哲
学
を
儘
す
る
に
い
た
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る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
学
的
宗
教
哲
学
の
名
に
値
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
神
学
が
そ
の
傾
向
を
顕

著
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
学
は
哲
学
を
排
除
拒
斥
し
て
自
己
閉
鎖
的
完
結
性
を
主
張
す
る
一
種
の
新
ス
コ
ラ
主
義
的
傾
向
を
示
す
に

い

たる
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
神
学
を
哲
学
に
解
消
す
る
ご
と
き
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
逆
方
向
の
抽
象
に
陥
っ
た
も
の
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
っ
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て
、
従
っ
て
私
は
こ
の
点
で
は
菅
円
吉
氏
が
バ
ル
ト
神
学
を
以
て
最
も
典
型
的
な
神
学
的
宗
教
哲
学
の
立
場
と
し
て
考
え
て
い
ら
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

と
に
は
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
哲
学
的
宗
教
哲
学
も
神
学
的
宗
教
哲
学
も
と
も
に
哲
学
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
実
は
相
互
に

触
れ
合
い
透
入
し
合
う
関
係
に
立
ち
う
べ
き
筈
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
具
体
的
な
宗
教
哲
学
の
立
場
は
、
神
学
的
宗
教
哲
学
と
哲
学
的

宗
教
哲
学
と
が
相
互
に
媒
介
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　以
上
述
べ
た
こ
と
は
要
す
る
に
、
宗
教
哲
学
が
神
学
と
哲
学
の
媒
介
的
地
位
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
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あ
っ
て
、
も
し
こ
の
媒
介
関
係
が
正
し
く
自
覚
さ
れ
遂
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
謂
い
、
或
は
神
学
的
宗
教
哲
学
と
称
さ

れる
と
こ
ろ
の
名
称
の
如
何
に
必
ず
し
も
拘
泥
す
る
必
要
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
拙
著
『
宗
教
哲
学
』
（
昭
和
三
〇
年
）
第
三

章
e
参
照
）
。

　
以上
、
お
よ
そ
三
〇
年
も
前
の
旧
著
に
記
し
た
丈
章
を
再
録
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
基
本
的
に
い
っ
て
、
当
時
の
考
え
と
現
在
の
考
え

と
は
異
っ
て
い
な
い
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
、
仮
り
に
か
な
り
屈
折
し
た
形
で
の
発
展
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
と
い

う
気
持
ち
も
な
き
に
し
も
非
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　前
記
の
丈
章
の
中
で
、
具
体
的
な
宗
教
哲
学
の
立
場
は
、
神
学
的
宗
教
哲
学
と
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
が
相
互
に
媒
介
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
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あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
現
在
も
そ
う
い
う
考
え
を
撤
回
す
る
積
り
は
全
く
な
い
が
、
私
の
進
ん
で
き
た
道
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、

哲
学
的
宗
教
哲
学
な
ら
ざ
る
神
学
的
宗
教
哲
学
－
哲
学
的
宗
教
哲
学
を
擾
無
す
る
こ
と
な
き
ー
で
あ
っ
た
。
何
故
か
と
問
わ
れ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
、
私
自
身
が
一
箇
の
ク
リ
ス
チ
ァ
ン
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
啓
示
真
理
に
忠
実
で
あ
り
た
い
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
、

パウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
葉
で
い
え
ば
、
　
「
究
極
的
関
心
」
（
巳
ユ
目
馨
Φ
8
口
O
①
昌
r
）
を
懐
い
て
い
る
者
で
あ
る
か
ら
、
と
答
え
ざ
る
を
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え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
神
学
的
真
理
に
貫
徹
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
神
学
的
宗
教
哲
学
と
称
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
の

真
理
が
神
学
に
の
み
排
他
的
に
独
占
さ
る
べ
き
真
理
で
は
な
く
、
神
学
的
立
場
を
超
出
し
て
、
哲
学
（
哲
学
的
宗
教
哲
学
を
も
含
め
て
）

に

対し
て
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
他
の
宗
教
に
対
し
て
、
文
化
に
対
し
て
、
世
界
（
い
わ
ゆ
る
世
俗
的
世
界
と
し
て
の
世
界
を
も
含

め
て
）
に
対
し
て
開
か
れ
た
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
　
「
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
る
」
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と
い
う
場
合
の
世
界
は
、
単
に
「
有
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
世
界
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
於
て
世
界
が
成
り
立
ち
、
そ
こ
に
於
て
不
断
に

世界
が
世
界
す
る
1
妻
o
犀
≦
9
①
け
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
1
根
源
的
実
在
的
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
世
界
が
「
そ
こ

に於
て
あ
る
」
場
所
と
し
て
の
世
界
、
西
田
哲
学
的
に
い
え
ば
、
　
「
無
の
場
所
」
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

であ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
も
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
も
、
実
は
、
そ
の
よ
う
な
「
無
の
場
所
」
と
し
て
の
世
界
1
そ
れ
は
、

聖書
で
は
「
神
の
国
」
と
呼
ば
れ
る
ー
を
根
源
と
し
、
そ
こ
に
於
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
或
る
意
味
で
は
未
到
の
終
宋
論
的
世
界

であ
る
と
と
も
に
、
い
ま
こ
こ
に
既
に
現
前
し
て
い
る
世
界
1
い
わ
ば
「
隠
れ
た
世
界
」
（
ヨ
侶
ロ
曾
ω
僧
び
。
。
8
5
岳
け
窃
）
と
し
て
現
前
し

て

い
る
世
界
1
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
定
的
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
も
、
そ
の
神
学
も
、
そ
の
よ
う
な
世
界
に
向
っ
て
開
か

れ
、
か
つ
可
能
な
限
り
、
隠
れ
た
も
の
を
顕
わ
な
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
以

下
に
お
い
て
は
、
神
学
な
ら
ぬ
神
学
的
宗
教
哲
学
を
成
り
立
た
し
め
る
要
件
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
、

ま
た
順
序
不
同
に
、
記
し
て
み
た
い
。
い
ず
れ
も
、
私
の
既
発
表
の
文
章
と
相
蓋
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
了
恕
さ
れ
た
い
。

　
ω
神
学な
ら
ぬ
神
学
的
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
、
既
存
の
神
学
（
特
に
教
義
学
）
の
自
己
完
結
的
自
閉
性
を
超
脱
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
思
う
。
そ
う
い
う
考
え
は
、
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
わ
ゆ
る
「
弁
証
論
的
神
学
」
（
巷
巳
。
α
q
o
膏
昏
8
ざ
α
q
楼
）
の
提
唱
に
最
も

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
い
う
弁
証
論
的
神
学
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
宣
教
の
神
学
」
徐
o
q
σ
q
ヨ
餌
膏

爵
8
ざ
α
q
矯
）
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
神
学
の
聖
書
に
示
さ
れ
た
啓
示
真
理
に
も
と
つ
く
広
く
深
き
洞
察
は
比
類
な
き
も
の
で
あ
り
、

何
人も
そ
れ
に
対
し
て
畏
敬
の
念
を
懐
か
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
正
当
に
も
「
宗
教
主
義
」
（
寄
凝
凶
8
凶
゜
。
日
ロ
ω
）
の

立
場
を

克
服し
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
反
動
的
に
「
神
学
主
義
」
（
円
ゲ
。
9
0
α
q
♂
ヨ
器
）
を
顕
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
た
と
え
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
神
学
的
真
理
が
い
か
に
包
括
的
な
妥
当
性
を
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
い
な
そ
の
故
に
こ
そ
、

そ
の

「神
学
圏
」
（
臣
0
9
0
σ
q
ざ
巴
9
H
g
o
）
が
完
結
的
閉
鎖
性
を
形
成
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
に
対
し
て
、
ま
た
キ

リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
し
て
、
丈
化
に
対
し
て
、
真
に
開
か
れ
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ

の

弁
証
論
的神
学
は
、
神
学
圏
内
の
神
学
的
真
理
の
内
実
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
い
な
む
し
ろ
そ
れ
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え

っ

て

神
学圏
内
に
自
閉
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
圏
外
に
も
出
で
立
と
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
学
圏
外
に
あ
る
と
考
え
ら

れる
も
ろ
も
ろ
の
文
化
諸
形
象
と
内
在
的
に
折
衝
し
、
対
決
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
を
学
び
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
特

に
哲
学
や
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
他
宗
教
に
対
し
て
、
一
切
の
先
入
見
（
偏
見
）
を
去
っ
て
、
対
論
し
対
話
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
の
み
、
具
体
的
な
キ
リ
ス
ト
教
真
理
の
弁
証
が
可
能
と
な
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
る
の
で
あ

る
。

　
　

神
学的
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
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ヘ
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　神
学
圏
内
に
お
い
て
妥
当
す
る
神
学
的
真
理
に
何
処
ま
で
も
内
在
的
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
し
か
も
神
学
圏
を
超
越
し
て
そ

の外
に
立
つ
と
い
う
こ
と
と
は
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
内
外
相
即
と
い
う
弁
証
法
的
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
矛
盾
と
見
え

る
と
こ
ろ
に
こ
そ
必
然
的
真
理
が
あ
る
。
私
は
西
田
幾
多
郎
博
士
の
最
晩
年
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
幾
た
び
か
用

いら
れ
て
い
る
用
語
を
借
り
て
、
上
述
の
弁
証
法
的
事
態
を
「
内
在
的
超
越
」
と
名
づ
け
た
い
。
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る
と

いう
こ
と
と
自
己
が
自
己
を
超
え
て
他
者
に
お
い
て
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
と
の
相
即
に
お
い
て
真
の
自
覚
と
い
う
も
の
も
成
り
立
つ

の

であ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
真
の
宗
教
に
つ
い
て
」
（
U
o
＜
o
冨
N
o
口
α
q
ざ
昌
o
）
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
想
起
さ
れ
る
。
　
「
外
へ
出

てゆ
こ
う
と
欲
す
る
な
。
汝
自
身
の
う
ち
に
帰
れ
。
」
9
「
o
罵
♂
轟
。
。
甘
ρ
貯
冨
甘
誓
ヨ
お
岳
）
そ
し
て
す
ぐ
そ
れ
に
続
い
て
、
「
汝
自
身
を

超
越
せよ
。
」
（
日
冨
ロ
ω
8
巳
。
侍
。
団
甥
信
導
）
と
。
（
な
お
、
拙
著
『
宗
教
哲
学
の
新
し
き
可
能
性
』
の
中
に
所
収
の
「
宗
教
に
お
け
る
“
内

在
的
超越
”
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
丈
を
参
照
さ
れ
た
し
。
）
自
己
の
内
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
脱
底
的
に
自
己
を

超え
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
深
く
自
己
の
根
抵
に
還
帰
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
宮
本

武
之助
氏
は
、
か
つ
て
、
　
「
…
…
そ
こ
で
神
学
的
思
想
と
哲
学
的
思
想
と
が
よ
く
対
話
し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
思
想
1
わ
た
し

は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
宗
教
哲
学
的
思
想
と
呼
び
う
る
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
　
（
宮
本
武
之
助
、
小
田
島
嘉
久
、
大
須
賀
潔
、

佐
藤
敏
夫
の

四
氏
の

共著
に
成
る
『
哲
学
と
神
学
と
の
対
話
』
に
お
け
る
宮
本
氏
の
「
は
し
が
き
」
参
照
。
）
そ
う
い
う
宮
本
氏
の
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に

私も
異
存
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
宮
本
氏
の
い
う
「
そ
こ
で
」
　
（
或
は
そ
こ
に
於
て
と
言
い
か
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
）
と
は
、
い
か
な
る
場
所
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
宗
教
哲
学
の
脚
下
顧
照
と
い
う
こ
と
が
、
す
く

な
く
と
も
神
学
的
宗
教
哲
学
に
と
っ
て
の
重
要
な
課
題
を
な
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ω
に
お
い

て簡
単
な
が
ら
触
れ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
よ
り
深
く
綿
密
な
究
明
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
し
か
し
、
そ



の点
に
つ
い
て
の
論
究
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
）

　
い

ず
れ
にし
て
も
、
神
学
的
思
想
と
哲
学
的
思
想
と
が
対
話
的
関
係
に
入
り
う
る
た
め
に
は
、
両
者
が
相
互
に
切
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て開
か
れ
る
よ
う
な
「
場
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
り
に
、
神
学
的
思
惟
は
信
仰
的
思
惟
で
あ
り
、
哲
学
的
思
惟
は
理
性

的
思
惟
で
あ
る
と
大
雑
把
な
が
ら
い
い
う
る
と
す
れ
ば
、
信
仰
と
理
性
と
の
間
に
は
、
な
だ
ら
か
に
連
続
し
え
な
い
非
連
続
・
断
絶
・
対

立
の関
係
の
存
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
　
「
十
字
架
の
言
」
と
「
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
知
恵
」
と
を
対
立
的
に
把

握し
た
使
徒
パ
ウ
ロ
の
書
翰
（
第
一
コ
リ
ソ
ト
一
・
一
八
以
下
参
照
）
に
徴
し
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
は
、
二
千
年
に
も
わ
た

る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
上
に
お
け
る
信
仰
と
理
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
諸
思
想
を
顧
み
る
余
裕
は
な
い
が
、
上
述
の
ご
と
く
、
信
仰

と
理
性
の
両
者
が
、
す
く
な
く
と
も
な
だ
ら
か
に
連
続
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
は
、
哲
学
と
神
学
と
の
双
方
の
立
場
か
ら
言
明
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
西
洋
の
長
き
哲
学
史
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教

思
想
史
を
踏
ま
え
て
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ソ
も
、
　
そ
れ
ぞ
れ
哲
学
お
よ
び
神
学
の
立
場
か
ら
、
　
「
思
惟
の
道
」

（U
o
ロ
犀
≦
o
σ
q
）
と
「
信
仰
の
道
し
（
9
窪
げ
曾
。
。
≦
Φ
σ
q
）
と
が
本
質
的
に
相
異
な
る
二
つ
の
道
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　し
か
し
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
と
理
性
と
の
媒
介
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
全
く
拒
否
さ
れ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
お
よ
そ
神
学
的
宗
教
哲
学
の
立
場
は
成
立
し
な
い
。
別
言
す
れ
ぽ
、
神
学
的
真
理
と
哲
学
的
真
理
と
が
無
媒
介
に
並
存
す
る
い

わ
ば

二
重
真
理
の
ご
と
き
主
張
は
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
究
極
的
に
は
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
ま
た
、
わ
れ
わ

れ
の神
学
的
思
惟
に
お
い
て
も
、
自
覚
的
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
絶
え
ず
哲
学
的
思
惟
が
媒
介
と
な
っ
て
働
き
、
ま
た
哲
学
的
思
惟

も
、
あ
ら
ゆ
る
可
変
的
で
無
常
な
る
存
在
を
超
え
て
不
朽
不
滅
の
永
遠
な
る
存
在
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
宗
教
的
真
理
と
全
く

　
　



八

無
媒介
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
㈲先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
学
的
宗
教
哲
学
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
神
学
圏
の
「
内
在
的
超
越
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
へ
　
　
　
ゆ
く
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヘ
ヘ
へ

れ
では
、
そ
の
内
在
的
超
越
の
「
行
方
」
　
（
毒
o
臣
ロ
）
は
何
処
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
於

へ
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て

神
学
的
思
想と
哲
学
的
思
想
と
が
よ
く
対
話
し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
思
想
と
し
て
の
宗
教
哲
学
的
思
想
の
成
立
す
る
場
所
で
あ
る
と
い
い

う
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
い
っ
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
場
所
の
本
質
的
・
根
源
的
な
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で

はな
い
。

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
は
、
上
述
の
意
味
の
対
話
は
、
哲
学
的
問
い
（
よ
り
具
体
的
に
は
実
存
的
問
い
⑦
首
。
。
8
ロ
け
剛
巴
ρ
q
。
。
。
け
δ
印
）
と
神
学

的
答
え
（
ま
た
は
啓
示
の
答
え
H
Φ
く
①
冨
銘
o
ロ
巴
・
9
。
ロ
゜
。
≦
①
H
）
と
の
「
相
関
」
（
8
羅
Φ
冨
江
o
巳
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
思
想
的
自
伝
と
も
い
う
べ
き
「
境
界
に
立
ち
て
」
（
O
昌
臣
Φ
b
d
o
自
晋
昌
い
b
鼠
窪
臼
O
器
自
o
）
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
彼
の
思
索
は
神
学
と
哲
学
と
の
間
（
の
み
な
ら
ず
、
常
に
、
…
…
と
…
…
と
の
間
）
に
お
い
て
営
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、

神
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学
者
で
あ
る
と
い
う
彼
の
思
想
家
と
し
て
の
面
目
が
よ
く
あ
ら
お
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
で
き
る
。
し
か
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へ
　
　
も

し
、
こ
の
境
界
（
げ
o
ロ
ロ
魁
碧
ざ
O
話
口
N
ε
と
い
う
概
念
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
境
界
線
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
線
的
（
財
口
Φ
銭
）
で
あ
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っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
広
さ
と
深
さ
の
次
元
を
兼
ね
具
え
る
と
い
う
意
味
で
の
場
所
的
性
格
を
顕
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思

わ
れる
。
尤
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
神
学
と
哲
学
と
の
境
界
に
開
口
す
る
深
淵
に
つ
い
て
の
体
験
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
さ

る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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へ

　
そ

れ
はさ
て
お
き
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
神
学
と
哲
学
と
の
相
関
と
い
う
と
き
、
そ
の
相
関
関
係
は
専
ら
哲
学
的
問
い
（
ま
た
は
実
存
的
問

い
）
と
神
学
的
答
え
と
の
相
関
で
あ
っ
て
、
神
学
は
、
い
わ
ば
「
答
え
る
神
学
」
（
碧
ω
≦
臼
団
H
σ
q
臣
o
o
ざ
α
Q
邑
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
神
学
者
と
し
て
或
る
意
味
で
は
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
神
学
が
、
み
ず
か
ら
の

問
い
の
答
え
を
哲
学
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
神
学
に
と
っ
て
不
見
識
な
こ
と
だ
と
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　し
か
し
、
神
学
と
哲
学
と
の
間
に
、
真
の
対
話
・
問
答
が
成
り
立
つ
と
い
う
場
合
に
、
神
学
は
ま
た
答
え
る
立
場
に
終
始
す
る
こ
と
を

以
て
足
れ
り
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
（
神
学
的
）
宗
教
哲
学
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、

神
学
自
身
が
神
学
圏
外
に
内
在
的
に
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
「
内
在
的
超
越
」
と
い
う
場
合
に
、
神
学
的
真
理
の

内
実
に
透
徹
す
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
は
、
す
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

く
と
も
既
成
の
神
学
的
（
教
義
学
的
）
粋
組
に
固
執
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
む
し
ろ
、
神
学
自
身
が
自
己
批
判
的
に
自
己
を
問
題
化
し
、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
　
「
非
ド
グ
マ
化
し
臼
暮
儀
o
σ
q
日
幾
臨
臼
§
σ
q
）
を
も
辞
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
教
義
が
そ
れ
の
典
拠
と
し
て
仰
ぐ
聖
書
そ
の
も
の
の
批
判
的
（
聖
書
の
史
学
的
・
丈
献
学
的
研
究
に
よ
る
原
典
批
判
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

含
め
て
）
研
究
を
媒
介
す
る
解
釈
が
必
要
と
さ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
聖
書
の
み
に
よ
っ
て
」
（
°
・
o
訂
ω
鍵
甘
言
冨
）
と
い
う
「
聖
書

原理
」
（
ω
o
年
洋
領
言
獣
巳
は
、
宗
教
改
革
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
的
信
仰
に
と
っ
て
は
、
決
定
的
な
規
範
的
意
義
を
有
す
る
が
、
そ
れ
は

必
ず
しも
リ
テ
ラ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
「
聖
書
主
義
」
（
田
ぼ
団
N
冨
ヨ
易
）
に
固
執
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
「
聖
書
に
よ
っ
て
の
み
」
を
強

調
する
ル
タ
ー
で
さ
え
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
「
実
存
論
的
解
釈
し
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
の
あ
る
「
転
義
的
解
釈
」
（
↓
H
o
娼
9
0
σ
q
凶
Φ
）
を
試
み

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ブ

ル
ト
マ
ソ
の
新
的
聖
書
の
「
非
神
話
化
」
な
い
し
「
実
存
論
的
解
釈
」
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
機
会
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
、
そ

れ
に

全
面的
に
は
賛
意
を
蓑
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
解
釈
が
、
聖
書
的
啓
示
の
ミ
ュ
ス
テ
ー
リ
オ
ソ
を
擬

無
し
、
「
非
神
話
化
」
が
「
非
神
秘
化
」
を
帰
結
す
る
か
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
（
な
お
拙
著
、
『
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
所
収
の
論
交

　
　



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
〇

「解
釈
学
的
原
理
と
し
て
の
“
中
〃
に
っ
い
て
」
参
照
。
）
し
か
し
と
に
か
く
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
「
非
神
話
化
」
な
い
し
「
実
存
論
的
解
釈
」
の
根

本的
意
図
に
は
敬
重
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
根
本
的
意
図
は
、
神
話
論
的
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
外
被
に
覆
わ
れ
て
い
る

ケ
ー
リ
ュ
グ
マ
の
内
実
を
、
非
神
話
化
に
よ
っ
て
顕
わ
な
ら
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
新
的
聖
書
的
ケ
ー
リ
ュ
グ
マ
を
、
　
“
現
代
に
生
き

る
わ
れ
わ
れ
の
実
存
”
に
真
に
理
解
可
能
な
る
も
の
た
ら
し
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
論
丈
集
は
『
信
仰
と
理
解
』

（
O冨
β
げ
。
戸
F
＜
。
冨
富
げ
Φ
P
蔭
b
d
傷
o
）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
、
信
仰
と
理
解
1
ま
た
両
者
は
、
究
極
的
に
は

「自
己
理
解
」
ω
o
子
ω
零
會
の
薮
ロ
山
巳
。
。
）
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
実
存

が

理解
し
え
ざ
る
も
の
を
信
仰
の
名
に
お
い
て
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
福
音
」
を
「
律
法
」
化
す
る
も
の

であ
る
。
カ
ソ
ト
の
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
と
題
さ
れ
る
宗
教
論
の
第
一
版
序
文
に
は
、
「
理
性
に
対
し
て
無
思
慮
に

戦
い
を
宣
す
る
宗
教
は
、
永
続
的
に
は
そ
れ
に
対
抗
し
続
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
恐
ら
く

　
　
　
　
　
　
う
ベ

ブ

ルト
マ
ソ
も
肯
な
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
信
仰
が
律
法
化
さ
れ
な
い
た
め
に
は
「
知
性
の
犠
牲
」
（
。
。
p
。
H
津
。
貯
日
ぼ
邑
－

冨9
器
）
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
考
え
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
知
性
の
犠
牲
を
強
い
る
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
科
学
的
理
性
を
最
大
限
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
含

蓄
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　し
か
し
思
う
に
、
信
仰
の
立
場
、
信
仰
の
学
と
し
て
の
神
学
の
立
場
は
、
仮
り
に
反
理
性
的
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
も
、
理
性

の

限

界
を
超出
す
る
と
い
う
意
味
で
超
理
性
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
知
性
の
犠
牲
」
を
強
い
な
い
と
い
う
場

合
の

知

性は
、
単
に
科
学
的
知
性
に
反
し
な
い
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
分
別
的
悟
性
に
逆
ら
わ
な
い

と
い
う
意
味
の
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
知
解
す
る
」
（
冒
8
田
α
q
o
）
と
い
う
知
性
的
立
場
の
な
か
に
は
、
「
信
ず
る
」
（
。
器
山
o
）



立
揚
に
到ら
ず
ん
ば
安
ら
い
え
な
い
理
性
の
不
安
・
非
充
足
性
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
　
「
知
性
の
犠
牲
」
を
強
い
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
知
性
が
、
哲
学
的
理
性
、
存
在
論
的
理
性
、
形
而
上
学
的
理
性
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
い
う
い
わ
ば

科
学
的
理
性
を

超え
出
た
高
次
の
理
性
が
、
信
仰
に
よ
っ
て
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
な
い
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
い
か
な
る
在
り
か
た
、

「

機能
を
果
た
す
べ
き
か
と
い
う
知
性
自
身
の
自
己
批
判
的
ま
た
は
反
省
的
課
題
を
み
ず
か
ら
に
負
う
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
知
解

せ
ん

が
た
め
に
信
ずる
」
（
9
0
儀
o
艮
す
け
①
良
σ
q
国
日
）
と
い
う
神
学
的
課
題
と
「
信
ぜ
ん
が
た
め
に
知
解
す
る
」
（
H
馨
o
岳
α
q
o
三
窪
巴
㊤
露
）

と
い
う
哲
学
的
課
題
が
、
相
互
に
相
反
し
な
が
ら
、
し
か
も
互
い
に
折
衝
し
、
相
交
わ
る
「
場
」
に
お
い
て
、
神
学
と
哲
学
と
の
対
話
が

可能
に
な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
両
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
み
ず
か
ら
問
い
と
な
り
つ
つ
、
ま
た
相
互
に
か
か
わ
り
合
い
、
問
い
と
答
え
と
の
相

関
関
係
を
成
り
立
た
し
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
、
も
し
そ
う
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
テ
ィ
リ

ッ

ヒ

お
よ
び
ブ
ル
ト
マ
ソ
神
学
に
対
す
る
私
な
り
の
コ
メ
ソ
ト
と
し
て
書
き
記
し
た
か
っ
た
点
で
あ
る
。

　
ω真
摯
な
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
と
っ
て
、
　
「
究
極
的
関
心
」
を
な
す
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
、
そ
う
い
う
ク
リ
ス
チ
ャ
ソ
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
神
学
者
と
い
え
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
排
他
的
独
占
的
真
理
と
し
て
主
張

する
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
教
会
は
今
日
、
救
い
の
管
理
者
た
ち
の
排
他
的
共
同
体
で
は
な
い
。
」
（
国
潜
菖
切
導
口
o
び
O
口
巴
o

巴
ω
司
器
罠
。
ド
H
8
Q
。
）
も
し
そ
う
い
う
排
他
的
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
お
よ
そ
宗
教
哲
学
1
し
た
が
っ
て
神
学
的
宗
教
哲
学
も
ー
は

成り
立
た
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ルネ
ッ
サ
ソ
ス
か
ら
さ
ら
に
啓
蒙
期
を
経
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」
（
O
げ
艮
ω
器
口
げ
9
0
は
徐
々
に
変
貌
を

と
げ
て
き
た
。
前
述
の
ラ
ー
ナ
ー
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
教
会
は
、
救
い
の
管
理
者
た
ち
の
排
他
的
共
同
体
で
は
な
い
、
と
い

う
よ
り
も
、
排
他
的
共
同
体
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
い
し
反
宗
教
的
思
想
が
明
確
な
形

　
　

神
学的
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
二

をと
っ
て
く
る
ー
そ
れ
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
実
証
主
義
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
次
い
で
ま
た
マ
ル
ク

ス
、
レ
ー
ニ
ソ
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
弁
証
法
的
唯
物
論
（
な
い
し
史
的
唯
物
論
）
、
二
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
思
想
的
に
最
も
ラ
デ
ィ
カ

ルな
形
に
お
い
て
具
現
さ
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
な
ど
ー
の
は
、
十
九
世
紀
に
い
た
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
思
想
的
世
界
の
出

来事
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
実
は
、
お
よ
そ
近
代
文
明
の
世
俗
化
と
相
呼
応
す
る
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
教
会
が
、

救
い
の
管
理
老
た
ち
の
排
他
的
共
同
体
で
な
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
自
覚
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
実
は
、
教
会
に
　
　
　
゜

と
っ
て
も
、
悲
し
む
べ
き
事
態
で
は
な
く
、
或
る
意
味
で
は
悦
ば
し
き
進
歩
で
あ
る
。
教
会
が
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
し
て
、
一
面
に
お

い
て
、
神
の
国
の
地
上
に
お
け
る
権
威
あ
る
顕
現
態
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
私
も
決
し
て
否
定
し
な
い
が
、
現
実

の

教
会は
、
そ
の
制
度
に
お
い
て
、
教
条
に
お
い
て
、
ま
た
信
者
の
共
同
体
と
し
て
も
、
み
ず
か
ら
を
絶
対
化
す
る
こ
と
を
み
ず
か
ら

に
許さ
ず
、
み
ず
か
ら
と
神
の
国
と
を
同
一
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
団
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
点
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が

彼
の
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
・
プ
リ
ソ
シ
プ
ル
（
胃
0
8
°
。
鼠
馨
箕
ぎ
9
甘
o
）
と
し
て
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仮
り
に
類
・
種
・

個

（
A・
B
・
E
）
と
い
う
範
曙
を
教
会
に
も
適
用
し
て
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
実
の
教
会
は
、
類
的
（
A
的
・

普
遍的
・
絶
対
的
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
種
的
（
B
的
・
特
殊
的
・
相
対
的
）
共
同
体
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
の
「
学
科
の
争
い
」
（
ω
窪
o
詳

幽
o
H
周
o
犀
巳
哉
8
口
）
の
中
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
教
制
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
（
O
暮
ゲ
o
蔚
♂
ヨ
島
国
溶
H
母
o
霞
o
q
ω
）
と
い
う

の

は自
己
矛
盾
的
概
念
で
あ
る
。
教
会
が
「
凱
旋
の
教
会
」
（
0
8
冨
。
・
貯
け
H
貯
旨
嘗
碧
ω
）
で
あ
る
た
め
に
は
、
　
「
戦
闘
の
教
会
」
（
o
。
9
窃
ド

目
讐
鐙
霧
）
ー
た
だ
し
そ
の
「
戦
闘
」
は
、
外
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
内
に
対
し
て
も
行
な
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
ー
で
な
け
れ

ば
なら
ぬ
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
教
会が
、
　
「
教
会
外
に
救
い
な
し
」
（
①
蓉
冨
8
9
0
ω
冨
日
口
巳
蜀
ω
巴
島
）
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ソ
を
か
ざ
し
て
、
異
端
に
対
し
て
、
異
教



に
対し
て
、
　
「
非
寛
容
」
（
H
暑
o
δ
冨
嵩
）
を
以
て
神
的
正
義
と
す
る
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
非
寛
容
」
か

ら
「
寛
容
」
（
目
o
げ
冨
昌
N
）
へ
と
い
う
転
換
は
、
種
々
の
意
味
で
歴
史
的
に
必
然
的
な
趨
勢
で
あ
っ
た
。
　
（
第
ニ
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ソ
公
会

議
ー
一
九
六
二
ー
六
五
年
1
は
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
の
大
い
な
る
自
覚
を
内
包
し
て
い
る
。
）
こ
の
「
非
寛
容
」
か
ら
「
寛
容
」

へ
の

転
換と
い
う
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
二
重
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
一
は
、
い
わ
ゆ
る
「
成
人
し
た
世
界
」
（
ヨ
ロ
ロ
岳
α
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

σ
q

o≦
o
巳
。
口
Φ
妻
Φ
5
と
し
て
の
非
宗
教
的
・
世
俗
的
世
界
に
対
す
る
一
種
の
積
極
的
評
価
で
あ
る
。
（
＜
σ
q
剛
。
図
゜
切
巳
什
ヨ
§
♪
〇
一
舞
び
。
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

§
山
く
。
H
ω
8
び
魯
H
＜
”
U
臼
O
o
露
o
ω
σ
q
①
山
9
。
爵
。
口
゜
傷
醗
旨
。
鮎
o
旨
。
寓
窪
ω
畠
）
成
人
し
た
世
界
と
は
、
人
間
的
自
律
（
ぎ
8
目
o
巳
o
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

極力
尊
重
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
何
よ
り
も
宗
教
的
他
律
（
口
O
叶
O
H
O
U
◎
b
P
剛
①
）
の
排
除
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

非
宗
教的
・
世
俗
的
世
界
に
対
す
る
一
種
の
積
極
的
評
価
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
的
他
律
の
排
除
と
い
う
こ
と
に
も
同
じ
く

一種
の
積
極
的
評
価
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
不
可
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
意
味
で
宗
教
的
他
律
の
排
除

と
い
う
こ
と
に
積
極
的
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
た
論
究
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ

二点
の
み
を
挙
示
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
第
一
点
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
種
的
（
B
的
）
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
免
れ
え
な
い
教

会
が
、
み
ず
か
ら
に
類
的
普
遍
性
・
絶
対
性
を
借
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
よ
そ
人
間
存
在
の
自
主
性
を
奪
っ
て
他
律
的
規
制
を
加
え
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
や
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ソ

ヘ
ヅ
フ
ァ
ー
の
思
想
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然
神
学
的
見
地
に
お
け
る
宗
教
性
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
、
す
く
な
く
と
も
、
人
間

の自
然
的
素
質
と
し
て
の
宗
教
性
の
土
台
に
植
樹
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
信
仰
と
い
う
考
え
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
で
あ
る
。
こ

の見
解
は
、
人
間
性
普
遍
的
な
宗
教
性
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
根
本
的
な
懐
疑
、
し
た
が
っ
て
ま
た
い
わ
ゆ
る
自
然
神
学
な
る
も
の
に
対

する
懐
疑
を
秘
め
て
お
り
、
或
る
意
味
で
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
真
理
を
肯
定
す
る
も
の
ー
す
く
な
く
と
も
そ
れ
に
連
な
り
う
る
も
の
ー

　
　

神
学的
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

でさ
え
あ
る
。
こ
こ
で
も
む
ろ
ん
、
宗
教
的
他
律
と
人
間
的
自
律
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
も
、
宗
教
的

不寛
容
か
ら
寛
容
へ
と
い
う
転
換
は
、
た
と
い
全
面
的
で
は
な
く
て
も
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
真
理
を
肯
定
し
、
そ
れ
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

必
然的
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
上
述
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
　
「
信
仰
の
自
由
」
と
い
う
こ
と
と
「
不
信

仰
の
自
由
」
と
い
う
こ
と
と
が
、
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
補
記
し
て
お
き
た
い
。

　さ
て
、
　
「
非
寛
容
」
か
ら
「
寛
容
」
へ
の
転
換
と
い
う
こ
と
が
す
く
な
く
と
も
二
重
の
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
第
一

の

意味
に
つ
い
て
簡
叙
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
第
二
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
既
述
の
カ

ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の
言
葉
「
教
会
は
、
今
目
、
救
い
の
管
理
者
た
ち
の
排
他
的
共
同
体
で
は
な
い
」
に
関
連
し
た
事
柄
で
あ
る
。

　
近
世
から
近
代
・
現
代
に
か
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
所
属
す
る
西
欧
人
に
と
っ
て
も
、
み
ず
か
ら
の
世
界
の
外
に
あ
る
世
界
の
諸

宗
教
の

存
在と
意
味
と
が
、
い
よ
い
よ
広
く
深
く
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
な
か
ん
つ
く
ド
イ
ツ
宗
教
史
学
派
の
功
績
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
エ
ル
ソ
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
も
そ
の
一
人
の
代
表
者
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
開
眼

は
、
そ
の
著
作
『
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
史
』
（
国
゜
8
H
o
警
ω
。
F
O
訂
睡
。
。
8
ロ
ε
日
目
山
図
。
財
σ
q
ご
易
α
q
o
°
。
。
げ
団
。
匿
ρ
O
。
°
。
°
ω
。
ぼ
聾
o
口
口
）
に
遣

憾な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ト
レ
ル
チ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
と
っ
て
も
、
単
に
教
会
史
と
か
教
理
史
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る

ば
かり
で
は
な
く
、
一
般
宗
教
史
の
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
史
が
一
般
宗
教
史
の
う
ち
に
編
入
さ
れ
て
考
え
ら
る
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
研
究
法
こ
そ
十
九
世
紀
の
宗
教
に
関
す
る
歴
史
的
批
判
的
方
法
の
発
展
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
、
と
考
え

て

いる
。

　
そ

れ
はと
に
か
く
と
し
て
、
前
述
の
ご
と
く
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
の
存
在
と
意
味
が
認
識
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
宗
教
的

非寛
容
か
ら
宗
教
的
寛
容
へ
の
推
移
は
当
然
の
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
（
こ
う
い
っ
た
点
に
関
し
て
も
、
第
ニ
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ソ
公
会
議



の

過
程
に
お
い
て

公布
さ
れ
た
「
信
教
の
自
由
に
関
す
る
宣
言
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い
て
の

宣言
」
等
が
、
き
わ
め
て
潤
達
な
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
）

　し
か
し
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
と
っ
て
緊
要
な
こ
と
は
、
上
述
の
よ
う
な
「
宗
教
的
寛
容
」
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
、
キ
リ
ス
ト

教
以外
の
諸
宗
教
を
見
る
、
或
い
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
柔
和
な
目
を
注
ぐ
と
い
う
姿
勢
か
ら
、
さ
ら
に
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
て
、
そ
れ

ら
の
諸
宗
教
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ば
我
ー
汝
と
い
う
交
わ
り
の
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
不
寛
容
」

（同艮
9
霞
碧
N
）
か
ら
「
寛
容
」
（
円
9
0
冨
ロ
国
）
へ
、
さ
ら
に
「
交
わ
り
」
（
内
o
日
目
q
巳
訂
ユ
o
口
）
の
立
場
に
ま
で
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
或
い
は
、
　
「
不
寛
容
」
は
「
寛
容
」
の
否
定
を
媒
介
し
て
「
交
わ
り
」
に
ま
で
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
い
う
所
以
は
、
　
「
不

寛
容
」
と
い
う
こ
と
に
内
包
さ
れ
る
他
宗
教
に
対
す
る
批
判
的
契
機
は
あ
く
ま
で
堅
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　交
わ
り
は
、
我
と
汝
と
の
対
話
（
集
巴
o
σ
q
口
o
）
が
真
攣
に
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
特
に
大
切
な
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
真
摯
な
る
対
話
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
我
」
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
「
汝
」

が

仏
教
であ
る
。
先
に
「
神
学
圏
の
内
在
的
超
越
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
「
超
越
」
の
「
行
方
」
曾
o
ぼ
口
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
コ
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

種
々
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
フ
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
於
て
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
真

摯
な
対
話
が
成
り
立
つ
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
そ
の
真
蟄
な
対
話
を
可
能
な
ら
し
め
る
霊
的
交
流
の
場
所
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
科
学
的
な
比
較
宗
教
学
的
考
察
も
、
も
と
よ
り
不
可
欠
の
事
柄
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
大
切
な
こ
と
は
、

上述
の
ご
と
き
「
対
話
」
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
前
提
と
し
て
の
霊
的
交
流
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

宗
教
哲
学と
い
う
も
の
は
成
立
し
え
な
い
。
ま
た
「
神
学
圏
の
内
在
的
超
越
」
の
≦
o
露
ロ
と
し
て
の
場
所
と
は
何
か
を
究
明
す
る
こ
と

も
、
宗
教
哲
学
の
重
要
な
課
題
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
と
お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
所
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
関
連
し
て
述
べ
た
よ
う
に

　
　
神
学
的
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一
六

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「

境
界線
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
、
そ
う
い
う
「
境
界
線
」
的
な
も
の
を
契
機
と
し

て

含
みな
が
ら
、
無
限
の
広
闊
的
平
面
の
次
元
と
、
天
地
を
つ
な
ぐ
立
体
的
次
元
を
併
せ
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
私
が
、
哲
学
的
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

教
哲
学な
ら
ぬ
神
学
的
宗
教
哲
学
を
採
る
所
以
も
、
こ
の
「
内
在
的
超
越
」
の
行
方
た
る
場
所
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
そ
の

と
司
o
ゲ
臼
、
．
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
神
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
宅
o
げ
鍔
．
．
と
と
≦
o
獣
ロ
．
、
と
の
間
に
は
、
絶
え
ず
、
交
互
循

環
的関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
上述
の
よ
う
に
、
我
－
汝
関
係
を
真
の
交
わ
り
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
重
要
な
契
機
は
、
「
対
話
」
象
巴
o
喀
o
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の

「

対話
」
岳
亀
o
撃
Φ
の
可
能
的
根
祇
に
は
、
い
わ
ば
「
相
同
的
言
葉
」
げ
o
ヨ
o
ざ
胆
o
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
岳
巴
o
α
q
ロ
Φ
の
、
「
そ

こ
か
ら
出
て
そ
こ
へ
」
（
≦
O
ゲ
O
H
q
目
仙
零
O
ゲ
団
口
）
と
し
て
の
げ
o
ヨ
9
0
σ
q
口
o
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
げ
o
日
o
δ
σ
q
q
o
は
、
言

葉な
ら
ぬ
言
葉
と
し
て
「
原
言
語
」
a
H
≦
o
詳
q
H
ω
喝
冨
o
げ
o
）
、
「
霊
的
言
語
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
に
も

かく
に
も
、
そ
う
い
う
δ
α
q
o
ω
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
、
お
よ
そ
宗
教
哲
学
の
究
極
的
課
題
が
存
す
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ

う
。

　
要
する
に
、
「
交
わ
り
」
（
O
O
昌
P
H
口
β
H
口
け
団
）
の
根
抵
に
は
、
交
わ
り
を
可
能
な
ら
し
め
、
ま
た
そ
れ
を
そ
こ
に
志
向
さ
せ
る
「
一
」
（
口
艮
蔓
）
　
　
．

が
なけ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
費
巴
o
鵯
①
と
げ
o
日
o
ざ
σ
q
ロ
o
と
の
関
係
に
類
同
的
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
償
巳
¢
は
、
言
葉
と

　
　
　
　
　
リ
テ
ラ

し
て
の
ま
た
丈
字
を
超
え
た
言
葉
、
「
初
め
に
言
が
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
d
跳
o
σ
Q
8
と
し
て
の
言
で
あ
る
と
い
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
パ
ウ
ロ
が
第
三
の
天
（
パ
ラ
ダ
イ
ス
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
　
「
口
に
言
い
表
わ
せ
え
な
い
、
人
間
が
語
っ
て

はな
ら
な
い
言
葉
を
聞
い
た
」
　
（
第
ニ
コ
リ
ソ
ト
＝
マ
一
以
下
）
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
天
的
言
葉
と
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
う

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
言
葉
な
ら
ぬ
言
葉
と
し
て
の
d
二
〇
σ
q
o
ω
を
根
源
と
し
、
或
は
そ
れ
に
逆
ら
い
、
或
は
そ
れ



に触
発
さ
れ
て
、
無
数
の
人
間
的
言
葉
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
言
語
の
多
様
性
と
宗
教
の
多
様
性
と
は
相
互
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
丈
字
は
人
を
殺
し
、
霊
は
人
を
生
か
す
」
（
第
ニ
コ
リ
ン
ト
三
・
六
）
と
い
わ
れ
る
。
パ
ウ
ロ
の
述
べ
て
い
る
原

意と
は
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
文
字
と
し
て
の
言
葉
、
言
葉
と
し
て
の
丈
字
の
真
の
意
味
は
、
形
で
は
な
く
心
に
、
そ
し
て

霊
にあ
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
う
る
。
「
世
に
は
多
種
多
様
の
言
葉
が
あ
る
。
」
（
第
一
コ
リ
ソ
ト
一
四
・
一
〇
）
そ
れ
ら

が

意
味あ
る
も
の
と
し
て
相
互
に
理
解
さ
れ
る
の
は
、
「
霊
に
あ
っ
て
」
（
ビ
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
m
受
鵠
℃
O
長
食
州
馬
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

と
の
対
話
の
中
に
相
互
理
解
の
契
機
が
含
ま
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
相
互
に
霊
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
神
学
圏
の
内
在
的
超
越
の
類
o
ぼ
戸
と
し
て
の
場
所
は
、
そ
こ
に
於
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対
話
が
成
立
す
る
場
所
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ユ
ナ
ミ
ヌ

が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
聖
霊
が
そ
の
対
話
を
可
能
な
ら
し
あ
る
力
と
し
て
働
い
て
い
る
そ
の
聖
霊
の
遍
満
す
る
揚
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
なお
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
　
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
宗
教
は
、
自
然
的
神
認
識
の

諸
要
素
を含
ん
で
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
恩
寵
に
よ
る
超
自
然
的
諸
契
機
を
も
そ
の
う
ち
に
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
…
…
正
当

にも
宗
教
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る
。
」
「
お
よ
そ
人
間
が
…
…
超
自
然
的
な
恩
寵
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
前
掲
蛍
巳

　右
の
丈
章
は
、
自
然
的
（
自
然
神
学
的
）
神
認
識
と
超
自
然
的
恩
寵
と
の
関
係
の
問
題
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
点
に
問
題
が
残
さ

れ
て

いる
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
さ
し
当
っ
て
今
は
そ
れ
は
不
問
に
付
し
（
い
わ
ゆ
る
自
然
神
学
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
諸
論
丈
に

お
い
てあ
る
程
度
ま
で
究
明
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
）
、
た
だ
非
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
宗
教
も
、
恩
寵
に
よ
る
超
自
然
的
諸
契
機
を
担
っ

て

いる
と
い
う
ラ
ー
ナ
ー
の
洞
察
に
賛
意
を
表
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
㈲
西田
哲
学
に
は
コ
即
多
、
多
即
一
」
と
い
う
重
要
な
概
念
が
あ
る
。
　
「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
宗
教
」
と
の
関
係
を
い
か
に
考
う
べ
き

かと
い
う
よ
う
な
神
学
的
宗
教
哲
学
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
る
揚
合
に
、
こ
の
概
念
に
照
ら
し
て
問
題
を
考
究
す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち

　
　

神
学的
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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一
八

無
益
で
はな
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
宗
教
と
他
宗
教
と
の
対
話
（
象
巴
o
α
q
q
o
）
1
特
に
我
々
の
念
頭
に
あ
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の

対話
で
あ
る
ー
の
可
能
的
根
抵
に
は
、
　
「
相
同
的
言
葉
」
（
ゲ
o
白
9
0
σ
q
ロ
ε
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
8
日
日
q
巳
な
の
可
能
的
根
抵
に

は
信
巳
蔓
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
げ
o
ヨ
o
δ
胆
o
な
い
し
目
巳
蔓
が
可
視
的
な
、
人
間
的
操
作
に
よ
っ
て
把
捉
す
べ

から
ざ
る
不
可
知
的
霊
的
な
一
者
－
有
に
し
て
無
、
無
に
し
て
有
で
あ
る
ご
と
き
一
者
i
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
も
、
す
で
に
示
唆

し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
す
で
に
旧
約
聖
書
に
、
　
こ
の
霊
的
な
不
可
知
的
一
者
、
　
「
隠
れ
た
神
」
に
対
す
る
信
仰
が
告
白
さ
れ
て
い
る
。

「イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
、
救
主
よ
、
ま
こ
と
に
、
あ
な
た
は
、
自
分
を
隠
し
て
お
ら
れ
る
神
で
あ
る
。
」
（
＜
Φ
H
o
葺
o
。
。
U
①
β
ω
餌
げ
ω
。
o
口
島
言
゜
・
”

∪窪
。
。
H
ω
冨
9
ω
巴
く
讐
o
目
）
（
イ
ザ
ヤ
四
五
・
一
五
）
こ
の
「
隠
れ
た
神
」
e
窪
ω
9
。
げ
ω
8
口
象
言
。
。
）
と
い
う
思
想
が
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア

レ

オ

パ

ギ
タ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
否
定
神
学
」
や
、
も
ろ
も
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
－
特
に
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・

ク
ザ
ー
ヌ
ス
や
マ
ル
テ
ィ
ソ
・
ル
タ
ー
ー
に
お
い
て
深
い
洞
察
を
生
み
だ
し
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
（
ル
タ
ー
に
お
け
る

「隠
れ
た
神
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
信
仰
と
神
秘
主
義
」
参
照
）
し
か
し
「
隠
れ
た
神
」
は
、
た
し
か
に
、

い

か
な
る
人
間
的
認
識
に
対
し
て
も
ー
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
深
き
信
仰
的
認
識
で
あ
っ
て
も
i
終
末
論
的
限
界
を
設
定
せ
ざ
る

を

得
な

い神
で
あ
っ
て
も
（
第
一
コ
リ
ソ
ト
ニ
ニ
・
＝
一
参
照
）
、
か
つ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
歴
史
的
啓
示
と
し
て
顕
わ
れ
た

神
で
あ
り
、
い
ま
な
お
父
な
る
神
と
子
な
る
神
と
の
霊
と
し
て
、
世
界
と
人
間
の
魂
の
根
源
に
臨
在
す
る
実
在
的
力
で
あ
る
。
そ
の
力
に

よ
っ
て
我
々
は
真
の
意
昧
で
生
き
、
世
界
は
世
界
し
、
神
の
国
は
隠
れ
て
い
る
と
と
も
に
現
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
’
そ
こ
に
は
聖
霊
の

働き
に
抗
す
る
悪
霊
的
な
ま
た
は
虚
無
的
な
力
が
同
時
に
働
い
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
目
は
暗
く
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

にも
か
か
わ
ら
ず
、
や
み
の
中
に
輝
い
て
い
る
光
に
、
や
み
が
打
ち
勝
つ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
（
ヨ
ハ
ネ
一
・
五
参
照
）
虚
無
的
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

力
は
、
悪
魔
的
な
カ
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
切
の
人
間
的
虚
偽
・
虚
勢
・
虚
栄
の
虚
性
を
顕
わ
に
す
る
力
、
一
切
の
人
間
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
、
い
な
人
間
の
有
的
な
宗
教
性
さ
え
を
も
虚
し
か
ら
し
め
る
力
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
真
理
が
あ
る
。
こ
の
虚
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的な
も
の
の
麦
配
す
る
廃
嘘
に
、
そ
れ
を
い
わ
ば
否
定
的
媒
介
と
し
て
、
真
に
広
闊
な
、
そ
し
て
ま
た
深
淵
的
な
「
無
の
場
所
」
、
一
切

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の

有
的な
世
界
が
そ
こ
に
於
て
あ
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
そ
こ
に
於
て
真
に
永
遠
の
命
を
呼
吸
し
て
い
る
故
郷
が
あ
る
。
そ
の
場
所

を
、
わ
れ
わ
れ
は
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　こ
こ
で
ふ
た
た
び
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
宗
教
は
、
自
然
的
神
認
識
の
諸
要
素
を
含
ん
で
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
恩
寵
に
よ
る
超
自

然
的
諸
契
機
をも
そ
の
う
ち
に
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
当
に
も
宗
教
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る
」
と
い
う
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の

言葉
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。
宗
教
と
宗
教
と
の
我
（
キ
リ
ス
ト
教
）
ー
汝
（
仏
教
）
の
交
わ
り
の
関
係
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
、

ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

そ
こ
に
於
て
聖
霊
の
交
わ
り
と
し
て
の
霊
的
交
流
が
可
能
で
あ
る
が
ご
と
き
場
所
で
あ
り
、
他
の
い
か
な
る
場
所
を
も
必
要
と
し
な
い
。

そ
の

聖
霊
の交
わ
り
が
可
能
な
る
所
以
は
、
そ
こ
に
於
て
、
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
、
そ
れ
ぞ
れ
恩
寵
に
よ
る
超
自
然
的
契
機
を
担
い
、

そ

れ
ぞ

れ
聖霊
の
賜
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
霊
の
交
わ
り
を
経
験
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
父
と
子
と
聖
霊
は
三
位
に
し
て
一
体
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
聖
霊
に
お
い
て
父
と
子
と
は
結
ば
れ
る
と
と
も
に
、
聖
霊
に
お
い
て
父
と
子
と
は
一
で
・
あ
る
。
　
「
霊
の
賜
物
は
種
々
あ

る
が
、
御
霊
は
同
じ
で
あ
る
。
」
　
（
第
一
コ
リ
ソ
ト
一
二
・
四
）

　
一
即
多
、
多
即
一
と
い
わ
れ
る
場
合
の
一
は
、
御
霊
の
働
き
の
同
一
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
一
は
、
多
（
諸
宗
教
）
を
包
容
す
る

一
であ
る
と
と
も
に
、
前
述
の
ご
と
く
、
多
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
は
多
即
一
、
一
即
多
と
い
わ
れ
る
場
合
の
一
に
直
接
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
多
性
を
擾
無
す
る
一
で
も
あ
る
。
実
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
宗
教
の
個
性
・
多
様
性
も
顕
わ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
宗
教
間
の
交
わ
り
と
い
う
こ
と
の
積
極
的
意
義
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
げ
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
交
り

　
　

神
学
的
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
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二〇

を

媒
介と
し
て
、
他
者
に
於
て
自
己
を
見
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
自
己
に
於
て
自
己
を
見
、
さ
ら
に
自
他
を
超
え
て
、
自
他
の
根
抵
に
あ

る
自
他
の
於
て
あ
る
場
所
を
見
き
わ
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
神
学
的
宗
教
哲
学
の
課
題
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

（付記
）
本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
種
々
の
機
会
に
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
に
つ
い
て
、
記
し
て
き
た
拙
稿
に
つ
い
て
そ
れ
ら
を
想
起
し
つ
つ
一
種
の
総

　括
を
試
み
る
と
と
も
に
、
い
く
ば
く
か
の
補
筆
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
は
、
す
で
に
発
表
し
た
諸
論
文
と
相
蓋
う
点
が
す
く
な

　く
な
い
。
そ
の
点
、
読
者
の
御
諒
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魅

じ

，


