
「
『と
』
の
神
学
」
再
考
ー
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー原　

島
　
　
　
　
正

は
じ
め
に

　内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
の
特
色
は
「
と
」
に
あ
る
。
こ
の
論
文
は
こ
の
テ
ー
ゼ
を
論
証
し
、
そ
の
こ
と
の
意
義
を
考
察
す
る
。
も
と
よ

り
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
ま
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。

　
私
の

研
究
課
題は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
特
色
を
思
想
史
の
立
場
か
ら
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、
こ
こ
数
十
年
、
内
村
の
宗
教

思
想
研究
に
従
事
し
て
き
た
。
そ
の
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
内
と
外
」
で
あ
っ
た
。
「
内
と
外
」
が
内
村
の
宗
教
思
想
を
解
明
す
る
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ

では
な
い
か
。
そ
の
論
理
か
ら
内
村
の
宗
教
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
が
私
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
、
論
文
を
書
い
た
。
し
か
し
、
行
き
詰

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
内
と
外
」
の
論
理
で
、
内
村
の
宗
教
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
そ
の
一
断
面
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
ま
り
、
全
体

を
捉
え
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
に
よ
り
も
「
内
と
外
」
で
は
、
二
元
論
を
克
服
で
き
な
い
。
「
内
と
外
」
の
境
界
を
突

破す
る
新
た
な
る
論
理
を
み
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ひ
ら
め
い
た
の
が
「
と
」
で
あ
る
。
「
内
と
外
」
も
含
め
て
「
と
」
に
注

目
す
る
こ
と
で
、
内
村
の
思
想
の
全
体
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
と
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
広
く
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
ー
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

の

解明
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　こ
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
「
『
と
』
の
神
学
」
再
考
と
し
た
の
も
、
内
村
の
宗
教
思
想
が
も
つ
意
義
を
「
『
と
』
の
神
学
」
と
い
う
観
点

から
評
価
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
「
『
と
』
の
神
学
」
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
か
ら
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
に

　
　
　
　
　
　
ハ
さ

捉え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
宗
教
思
想
の
観
点
か
ら
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
む
し
ろ
積
極
的
に
考
察
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
も
と

よ
り
、
内
村
を
「
『
と
』
の
神
学
」
者
と
し
て
、
評
価
す
る
の
で
は
な
い
。
「
『
と
』
の
神
学
」
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な

いか
。
な
に
よ
り
も
内
村
の
宗
教
思
想
の
特
色
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

一　

「と
」
に
つ
い
て

　
予
備的
考
察
と
し
て
、
こ
の
論
文
で
考
察
す
る
「
と
」
の
特
色
を
素
描
し
て
お
こ
う
。

　第
一
に
「
と
」
は
「
こ
れ
か
あ
れ
か
」
で
は
な
い
。
二
つ
の
も
の
か
ら
一
つ
を
選
択
す
る
こ
と
、
決
断
す
る
こ
と
の
大
切
さ
は
言
う
ま

でも
な
い
。
ル
タ
ー
の
「
信
仰
の
み
」
（
ω
巳
p
凱
α
Φ
）
の
立
場
も
充
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
排
他
的
．
Φ
メ
o
ご
ω
貯
Φ
、
な
関
係
も
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

事
であ
る
。
け
れ
ど
も
、
内
村
は
「
の
み
の
人
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
。
そ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　第
二
に
「
と
」
は
「
こ
れ
も
あ
れ
も
」
で
は
な
い
。
「
と
」
は
、
文
法
で
は
二
つ
の
も
の
を
並
列
す
る
と
き
に
用
い
る
助
詞
で
あ
る
。
ロ
ー

マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
、
「
信
仰
」
と
「
行
為
」
が
共
に
必
要
と
す
る
立
場
だ
と
す
れ
ば
、
並
列
す
る
も
の
と
し
て
、
二

つ
が
位置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
優
先
順
位
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
信
仰
」
が
あ
っ
て
の
「
行
為
」
で
あ
る
と
の

解釈
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
他
者
が
他
者
と
し
て
の
固
有
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
自
己
に
包
摂
す
る
と
い
う
立
場
も
可
能



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

であ
る
。
包
括
的
、
貯
o
冨
ω
貯
Φ
、
な
関
係
と
し
て
、
意
義
が
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

　こ
の
論
文
で
考
察
す
る
「
と
」
は
、
「
こ
れ
と
あ
れ
と
」
が
緊
張
関
係
に
あ
る
。
緊
張
関
係
に
あ
る
の
は
、
そ
の
二
つ
が
、
矛
盾
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
表
と
裏
」
「
本
音
と
建
前
」
の
よ
う
に
、
反
対
す
る
二
つ
も
の
の
一
方
が
真
で
、
他
方
が
虚
と
い
う
の
は
な
い
。

表と
表
、
本
音
と
本
音
の
対
立
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
真
な
の
で
あ
る
。
も
し
一
方
が
真
で
、
他
方
が
虚
な
ら
ば
、
虚
を
捨
て
、
真
を
選
ぶ

こ
と
が
当
然
求
め
ら
れ
る
。

　こ
こ
で
の
「
と
」
は
対
話
．
亀
巴
o
α
q
団
o
巴
、
な
関
係
に
あ
る
。
二
つ
の
対
立
す
る
も
の
が
、
相
互
に
真
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
対
話
を
通
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
か
さ
れ
る
世
界
を
模
索
す
る
関
係
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
二
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
二
つ
が
真
に
生
か
さ
れ
る
世

界
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
真
に
私
た
ち
を
生
か
す
世
界
が
「
と
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く
る
。
否
、
私
た
ち
の
現
実
そ
の
も
の
が
「
と
」

の

世
界
では
な
い
か
。
「
と
」
は
二
つ
を
決
し
て
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
肯
定
す
る
の
で
も
な
い
。
緊
張
の
関
係
に
あ
る
が
、
そ
の
緊
張

は
対
立
で
終
わ
ら
な
い
。
調
和
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
調
和
は
、
現
状
維
持
の
肯
定
で
は
な
い
。
「
と
」
は
、
祈
り
で
あ
り
、

希
望
であ
る
。
祈
り
を
通
し
て
今
、
な
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
る
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
。
現
状
変
革
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

も
焦
ら
な
く
て
よ
い
。
「
待
つ
」
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　内
村
鑑
三
の
人
生
観
・
基
督
教
観
と
し
て
の
「
と
」
1
「
二
元
論
」

　
思想
と
は
な
に
か
。
思
想
と
は
「
も
の
の
見
方
」
、
「
考
え
方
」
で
あ
る
。
人
生
観
、
世
界
観
、
宇
宙
観
等
々
の
観
で
あ
る
。
「
見
方
に
よ
っ

て

見え
方
が
違
っ
て
く
る
」
。
例
え
ば
、
人
生
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
、
即
ち
人
生
観
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
人
生
の
見
え
方
が
違
っ
て
く

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



三
四

る
。
逆
に
人
生
に
お
け
る
種
々
の
経
験
に
由
来
す
る
人
生
の
、
見
え
方
が
そ
の
人
の
人
生
観
、
見
方
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
内
村
の
人
生

観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
内
村
は
、
意
外
と
多
く
自
分
の
人
生
観
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
＝
九
二
五
年
五
月
二
日
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

の日
々
の
記
録
（
日
記
）
で
、
カ
ン
ト
哲
学
に
学
び
つ
つ
、
「
人
生
は
一
元
論
に
非
ず
し
て
二
元
論
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
二
元
論
」
は
、
内
村
の
人
生
観
だ
け
で
な
く
、
そ
の
宗
教
思
想
を
貫
く
論
理
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
完
全
な
る
救
い
」
（
一
九
一
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
も

三月
）
で
「
宇
宙
は
物
と
心
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
理
想
と
し
て
は
一
元
論
で
あ
る
が
実
際
と
し
て
は
二
元
論
で
あ
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
人
は
体
と
霊
と
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
「
体
と
霊
と
二
つ
な
が
ら
救
は
れ
て
彼
は
完
全
に
救
は
る
〉
の
で
あ
る
」

と
記
す
。
内
村
の
二
元
論
は
、
「
こ
れ
か
あ
れ
か
」
の
選
択
を
迫
る
も
の
で
は
な
い
。
「
こ
れ
も
あ
れ
も
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な

い
。
そ
こ
に
は
緊
張
関
係
が
あ
り
、
時
間
系
列
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
現
実
に
お
い
て
二
元
論
の
世
界
に
生
き
て

い
る
、
そ
れ
故
、
た
と
え
「
霊
」
に
お
い
て
救
い
は
既
成
の
事
実
で
あ
っ
て
も
、
い
ま
だ
「
体
」
は
救
わ
れ
て
お
ら
ず
、
苦
難
を
経
験
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
体
」
が
救
わ
れ
て
、
全
人
的
な
救
い
の
完
成
の
と
き
を
希
望
の
う
ち
に
、
待
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
村

の

二
元
論は
、
宿
命
的
な
も
の
で
は
な
い
。
現
実
は
、
二
元
論
の
な
か
に
あ
る
の
が
人
生
で
あ
り
、
数
多
の
問
題
を
抱
え
て
い
て
も
、
や

が
ては
、
そ
の
問
題
の
解
決
の
と
き
が
来
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
二
元
論
で
あ
っ
て
も
、
理
想
と
し
て
は
一
元
論
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
と
き
、
救
い
は
完
成
し
、
も
は
や
二
元
論
で
は
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
二
元
論
を
よ
り
明
確
に
述
べ
た
の
が
「
私
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

基
督教
」
（
一
九
二
九
年
五
月
）
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
で
「
私
の
基
督
教
」
は
次
の
三
点
で
あ
る
と
言
う
。

　第
一
は
「
十
字
架
の
教
」
で
あ
る
。
「
（
私
の
）
基
督
教
は
十
字
架
教
と
云
ひ
て
間
違
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
私
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架

抜き
の
基
督
教
を
考
ふ
る
事
が
出
来
な
い
」
。

　第
二
は
「
常
識
の
信
仰
」
で
あ
る
。
「
私
の
基
督
教
は
常
識
の
教
で
あ
る
。
常
識
と
云
ひ
て
単
に
人
間
の
知
識
を
指
し
て
云
ふ
の
で
は
な



い
、
神
が
人
類
全
体
に
賜
ひ
し
知
識
並
に
道
念
を
指
し
て
云
ふ
の
で
あ
る
」
。

　第
三
は
「
二
元
論
の
基
督
教
」
で
あ
る
。
「
若
し
私
の
信
じ
る
基
督
教
に
哲
学
的
基
礎
が
あ
る
と
す
れ
ば
其
れ
は
二
元
論
で
あ
つ
て
一
元

論
では
な
い
」
。
内
村
に
と
っ
て
「
二
元
論
」
は
「
私
の
基
督
教
」
の
哲
学
的
基
礎
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
内
村
は
「
二
元
論
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
ワ
　
り
　
　
り
　
　
り

次
のよ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
二
元
論
は
人
が
人
の
有
す
る
能
力
に
限
り
が
あ
る
を
自
覚
す
る
時
に
懐
く
彼
の
万
物
の
見
方
で
あ
る
」
。
コ
一

元論
」
は
、
内
村
に
よ
れ
ば
、
内
村
個
人
の
万
物
の
見
方
で
は
な
く
、
人
が
人
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
能
力
の
限
界
の
故
に
普
く
懐
く
見

方
で
あ
る
。
二
元
論
は
説
明
す
る
と
す
れ
ぱ
、
矛
盾
と
な
る
た
め
に
、
矛
盾
な
き
世
界
を
求
め
る
。
し
か
し
「
基
督
信
者
は
矛
盾
無
き
説

明よ
り
も
、
矛
盾
有
る
事
実
を
貴
び
、
之
に
依
つ
て
其
生
涯
を
送
る
者
で
あ
る
」
。
も
ち
ろ
ん
、
内
村
は
「
矛
盾
を
悦
ぶ
者
で
は
な
い
。
宇

宙
人
生
の円
満
な
る
解
決
を
追
求
す
る
者
で
あ
る
」
。
け
れ
ど
も
、
今
の
世
で
は
、
そ
の
解
決
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
少
し
は
推
測
で

き
た
と
し
て
も
、
来
世
を
待
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
「
今
は
二
元
論
の
奥
底
に
完
全
な
る
調
和
の
在
る
を
信
じ
て
進
む
、
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

り
信
じ
て
進
む
」
と
述
べ
る
。

三
　内
村
鑑
三
の
神
観
・
十
字
架
観
と
し
て
の
「
と
」
1
「
義
と
愛
」

　内
村
は
、
そ
の
信
仰
生
活
に
お
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
、
そ
し
て
文
章
を
書
い
た
中
心
は
、
「
義
と
愛
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
内
村

が神
に
つ
い
て
、
十
字
架
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
に
、
そ
の
説
明
と
し
て
用
い
る
の
が
「
義
と
愛
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
特
に
晩
年
の

論考
か
ら
内
村
の
文
章
を
引
用
し
よ
う
。
「
義
と
愛
」
の
問
題
は
、
年
と
と
も
に
鮮
明
に
自
覚
さ
れ
て
き
た
と
推
測
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　内
村
は
、
一
九
三
〇
年
三
月
二
十
八
日
に
こ
の
世
の
生
涯
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
年
の
コ
九
二
九
年
十
二
月
十
三
日
」
の

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

「日
記
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　　
「
神
に
義
と
愛
と
の
両
面
が
あ
る
。
彼
は
義
を
行
ふ
時
に
苦
し
み
、
愛
を
行
ふ
時
に
喜
び
給
ふ
。
我
等
神
の
僕
も
同
じ
で
あ
る
。
義

　
　を
行
は
ず
る
を
得
ざ
る
時
に
苦
し
む
事
窮
り
な
し
、
然
し
愛
を
行
ふ
時
に
楽
し
き
事
窮
り
な
し
で
あ
る
。
義
は
之
を
行
は
ざ
る
を
得

　
　な
い
、
義
の
行
は
れ
ざ
る
所
に
愛
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
義
は
愛
の
代
価
で
あ
る
。
愛
は
義
の
厳
し
い
丈
け
そ
れ
丈
値
貴
く
あ
る
」
。

　
「
義
と
愛
」
の
問
題
は
、
「
神
に
義
と
愛
と
の
両
面
」
が
あ
る
こ
と
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
内
村
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
い
た
と
、

言
え
る
。
内
村
が
「
愛
」
の
み
で
は
だ
め
で
「
義
」
を
強
調
し
、
生
き
方
に
お
い
て
も
「
義
」
を
行
う
こ
と
を
第
一
と
し
た
の
は
、
武
士

の

家庭
に
育
ち
、
父
親
か
ら
儒
教
精
神
を
学
ん
だ
内
村
な
ら
で
の
見
方
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。
内
村
は
、

十
字架
に
お
い
て
「
義
と
愛
」
が
一
つ
と
な
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
こ
そ
、
十
字
架
を
救
い
の
根
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
内
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

の

十
字
架観
の
最
大
の
特
色
が
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
「
聖
書
の
中
心
に
就
て
」
（
一
九
二
八
年
八
月
）
で
内
村
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　　
「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
於
て
義
と
愛
と
が
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
身
を
十
字
架
の
下
に
置
い
て
人
は
義
に
偏
し
て
厳
な
ら
ず
、
亦

　
　愛
に
過
ぎ
て
柔
な
ら
ず
、
義
と
愛
と
善
く
調
和
し
て
、
堅
き
愛
と
温
き
義
を
保
持
す
る
事
が
出
来
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

　
「
楕
円
形
の
話
」
（
一
九
二
九
年
十
月
）
で
は
宗
教
の
問
題
と
し
て
、
同
様
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　　
「
其
実
際
的
方
面
に
於
て
宗
教
は
慈
愛
と
審
判
で
あ
る
、
愛
と
義
で
あ
る
。
愛
の
み
で
は
な
い
亦
義
で
あ
る
。
義
の
み
で
は
な
い
亦

　
　愛
で
あ
る
。
一
中
心
で
な
い
二
中
心
で
あ
る
。
円
形
で
は
な
い
楕
円
形
で
あ
る
。
若
し
宗
教
が
義
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
之
を
行
ふ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
ワ
　
　
　
　
ヤ
　

　
　
至
つ
て

容易
で
あ
る
。
愛
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
亦
然
り
で
あ
る
。
宗
教
を
実
行
す
る
の
困
難
は
、
そ
れ
が
愛
で
あ
つ
て
同
時
に
亦
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
であ
る
か
ら
で
あ
る
。
忠
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
孝
な
ら
ず
、
孝
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ぱ
忠
な
ら
ず
と
云
ふ
と
同
じ
ヂ
レ
ン
マ
（
板
挟
み

　
　
の

窮地
）
に
在
る
と
同
じ
く
、
愛
と
義
を
同
時
に
完
う
す
る
は
忠
孝
両
道
を
同
時
に
完
う
す
る
と
同
様
に
困
難
で
あ
る
。
然
れ
ど
も



　
　
信
仰
生
活
に

於
て

此
ヂ
レ

ン

マは
免
る
べ
か
ら
ざ
る
者
で
あ
る
」
。

　内
村
に
と
っ
て
「
義
と
愛
」
は
、
同
時
で
あ
る
。
義
が
先
で
も
、
愛
が
先
で
も
な
い
。
「
我
等
は
キ
リ
ス
ト
を
仰
い
で
同
時
に
義
た
り
愛

た
り
得
る
の
で
あ
る
。
義
と
愛
と
の
境
を
定
め
難
し
、
然
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
は
義
に
基
づ
く
愛
で
あ
り
、
彼
の
義
は
愛
を
以
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

働く
義
で
あ
る
」
（
「
信
者
の
義
と
愛
」
、
一
九
二
九
年
六
月
）
。
こ
の
「
義
と
愛
」
の
信
者
の
「
同
時
性
」
は
、
神
の
「
同
時
性
」
に
基
づ

く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
し
か
に
、
「
義
と
愛
」
は
対
立
し
、
矛
盾
す
る
。
そ
こ
に
人
生
の
苦
し
み
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
板
挟
み

に
な
る
苦
し
み
が
あ
る
。
そ
の
苦
し
み
を
内
村
は
、
忠
と
孝
の
ヂ
レ
ン
マ
と
の
類
比
で
説
明
す
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
あ
え
て
そ
の
苦
し

みを
身
に
負
う
の
で
あ
る
が
、
十
字
架
に
よ
っ
て
「
義
と
愛
」
は
調
和
す
る
。
何
故
に
調
和
す
る
の
か
の
説
明
は
し
な
い
。
内
村
は
十
字

架を
「
人
生
の
大
問
題
の
解
決
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
内
村
に
と
っ
て
調
和
は
、
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
人
生
の
実
験
」
と
し
て

認め
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
内
村
の
文
章
を
二
つ
引
用
す
る
。
な
お
内
村
は
、
「
愛
と
義
」
で
は
な
く
、
「
義
と
愛
」
と
表
記
す

る
こ
と
が
多
い
。
内
村
に
は
、
「
義
」
が
優
先
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
義
」
は
「
愛
」
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
る
。
「
義
と

愛
」
な
の
で
あ
る
。

　
「
如
何
に
し
て
二
者
（
「
義
と
愛
」
）
を
調
和
せ
ん
乎
、
是
れ
が
大
問
題
で
あ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
是
れ
単
に
思
想
上
の
大
問
題
で
は
な

い
。
実
際
上
の
大
問
題
で
あ
る
。
（
中
略
）
而
し
て
此
大
問
題
が
完
全
に
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
に
由
て
解
決
さ
れ
た
の
で
あ

る
、
弦
に
実
に
愛
と
義
と
が
互
い
に
接
吻
し
、
二
者
相
合
し
て
恩
恵
と
な
り
て
神
の
懐
よ
り
出
て
罪
人
の
心
に
臨
む
に
至
つ
た
の
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

（「
神
の

盆
怒と
贋
罪
」
、
一
九
一
六
年
四
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
リ

　
次は
前
に
紹
介
し
た
「
楕
円
形
の
話
」
の
文
章
で
あ
る
。

　
　　
「
真
剣
に
生
涯
を
送
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
何
人
も
其
調
和
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
之
を
思
想
の
上
に
調
和
せ
ん
と
す
る
は
不
可

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



三
八

能
で
あ
る
、
然
れ
ど
も
人
生
の
長
き
実
験
に
於
て
調
和
点
を
発
見
す
る
。
然
れ
ど
も
実
験
的
に
調
和
す
る
の
で
あ
つ
て
思
想
的
に
す

る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
基
督
信
者
の
場
合
に
於
て
、
彼
は
義
と
愛
と
の
調
和
を
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
於
て
認
む
る
の
で
あ
る
」
。

四

　内
村
鑑
三
の
聖
霊
観
と
し
て
の
「
と
」
1
自
力
と
他
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　内
村
は
一
九
二
五
年
七
月
発
行
『
聖
書
之
研
究
』
三
〇
〇
号
に
「
自
力
と
他
力
」
と
題
す
る
論
稿
を
掲
載
し
て
い
る
。
内
村
に
お
け
る

「
『と
』
の
神
学
」
を
考
察
す
る
た
め
に
大
事
な
文
献
で
あ
る
の
で
、
丁
寧
に
紹
介
し
た
い
。
な
お
こ
の
論
考
は
内
村
の
聖
霊
論
を
解
読
す

る
た
め
に
も
貴
重
で
あ
る
。

　
こ
の
論
稿
は
、
仏
教
に
他
力
と
自
力
の
教
え
が
あ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
ち
ら
な
の
か
と
問
う
こ
と
か
ら
、
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
「
仏

教内
に
在
り
て
禅
宗
は
自
力
が
あ
り
、
真
宗
は
他
力
で
あ
る
か
ら
、
基
督
教
は
自
力
他
力
敦
れ
で
あ
る
乎
と
問
ふ
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
問
い
は
愚
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
基
督
教
は
仏
教
の
一
派
で
は
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
内
の
区
別
に
よ
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
教
が
何
れ
に
属
す
る
か
と
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
基
督
教
は
基
督
教
で
あ
つ
て
、
自
力
宗
で
も
他
力
宗
で
も
な
い
」
。
そ
れ
な

ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
如
何
な
る
宗
教
で
あ
る
か
、
内
村
に
よ
れ
ば
「
基
督
教
は
神
の
義
を
行
ふ
為
の
宗
教
で
あ
る
、
故
に
神
に
頼
る
は

勿論
、
自
分
に
も
頼
る
。
『
神
は
自
己
を
助
く
る
者
を
助
く
』
で
あ
つ
て
、
自
力
他
力
の
別
を
立
て
、
只
一
方
に
偏
せ
ん
と
し
な
い
」
。

　
以
上
の

指
摘は
、
内
村
の
宗
教
思
想
の
解
明
に
大
事
で
あ
る
。
よ
く
キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ひ

た

すら
神
の
恩
恵
に
す
が
る
他
力
、
し
か
も
絶
対
他
力
の
宗
教
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
た
し
か
に
内
村
が
述
べ
る
よ
う
に
「
聖
書
は
明

ら
か
に
他
力
と
思
わ
は
る
〉
が
如
き
教
え
を
伝
へ
る
」
。
そ
し
て
内
村
は
、
本
論
考
の
冒
頭
に
掲
げ
た
エ
ペ
ソ
書
二
章
が
そ
れ
で
あ
る
と
し



て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
パ
ウ
ロ
の
信
仰
全
部
が
他
力
で
あ
る
乎
の
よ
う
に
見
ゆ
る
節
が
な
い
で
も
な
い
。
然
し
乍
ら
パ
ウ
ロ
自
身
が

決し
て
絶
対
他
力
の
人
で
な
か
つ
た
。
彼
に
は
明
白
な
る
、
而
か
も
強
烈
な
る
自
力
方
面
が
あ
つ
た
」
と
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、

「コ
リ
ン
ト
」
前
書
の
九
章
二
四
節
以
下
を
引
用
し
て
、
「
此
は
た
し
か
に
自
力
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
決
し
て
己
が
救
を
全
部
神
に
任
せ
奉

り
て
安
閑
と
し
て
居
た
者
で
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
「
基
督
教
は
他
力
に
し
て
他
力
に
非
ず
、
自
力
に
し
て
自
力
に
非
ず
、
自
力
他

力
の
両
勢
力
を
以
つ
て
己
が
救
を
全
う
す
る
道
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
こ
に
内
村
な
り
の
「
と
」
の
論
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
X
は
A
で
あ
っ
て
A
で
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
B
な
の
か
。
違
う
。
X
は
B
で
あ
っ
て
B
で
な
い
。
そ
し
て
A
と
B
と
は
矛
盾
し
た

概念
、
す
な
わ
ち
A
は
非
B
、
B
は
非
A
で
あ
り
な
が
ら
、
A
と
B
が
と
も
に
大
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
内
村
の
「
と
」
の
論
理
で
あ

る
。
な
に
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
論
理
を
内
村
は
主
張
す
る
の
か
。
も
し
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
観
だ
と
す
れ
ば
、
円
満
を

欠き
、
不
徹
底
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
と
内
村
は
言
う
。
し
か
し
「
円
満
な
る
人
生
観
必
ず
し
も
真
理
で
は
な
い
。

矛
盾多
き
が
人
生
で
あ
る
。
之
を
円
満
に
解
決
し
た
る
哲
学
又
は
宗
教
あ
り
と
聞
い
て
我
等
は
却
て
真
実
を
疑
ふ
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う

に述
べ
、
仏
教
の
欠
点
は
こ
こ
に
あ
る
、
「
仏
教
は
人
生
の
万
事
を
説
明
す
る
。
深
く
仏
教
を
究
め
て
人
生
に
不
思
議
は
無
く
な
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
是
れ
仏
教
の
長
所
な
る
が
如
く
に
見
え
て
実
は
其
短
所
で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
仏
教
観
に
は
、
内
村
な
り
の
人
生
観
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
内
村
に
よ
れ
ば
「
人
生
は
不
可
思
議
で
あ
る
。
そ
し
て
其
興
味
は
不
可
思
議
な
る
所
に
在
る
、
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
せ
よ
で

あ
る
。
調
和
な
き
所
に
強
て
調
和
を
求
む
べ
き
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
内
村
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
「
人
生
の
事
実
」
で
あ
る
。
「
人

生
の

事実
」
は
私
た
ち
の
論
理
で
は
説
明
で
き
な
い
。
論
理
と
し
て
は
矛
盾
し
て
い
て
も
、
そ
の
事
実
を
事
実
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と

を
求
め
た
の
が
内
村
で
あ
っ
た
。
「
基
督
教
は
仏
教
に
比
べ
て
哲
学
と
し
て
不
完
全
で
あ
ろ
う
が
、
人
生
の
事
実
を
表
明
す
る
点
に
於
て
は

遙
か
に

仏
教
以
上
であ
る
」
。
こ
れ
が
内
村
な
り
の
「
比
較
宗
教
学
」
の
結
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
思
想
史
研
究
は
、
事
柄
の
当
否
は
、
問

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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題
に
し
な
い
。
内
村
は
信
仰
生
活
に
努
力
の
一
面
が
あ
る
の
は
、
止
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
真
個
の
平
安
は
戦
闘
中
の
平
安
で
あ

る
と
は
矛
盾
多
き
人
生
の
否
む
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
」
。
矛
盾
多
い
人
生
を
生
き
る
以
上
「
戦
闘
」
が
あ
る
。
そ
の
「
戦
闘
」
を
避
け

る
こ
と
で
は
な
く
、
「
戦
闘
」
の
中
で
の
平
安
を
見
出
そ
う
と
い
う
の
が
、
内
村
の
人
生
観
で
あ
っ
た
。

　こ
の
「
自
力
と
他
力
」
観
は
、
聖
霊
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す
け

　内
村
に
よ
れ
ば
「
人
が
人
に
供
し
得
る
最
善
の
援
助
は
自
己
援
助
で
あ
る
。
神
が
人
を
援
け
給
ふ
最
善
の
途
も
亦
同
じ
で
あ
る
」
。
そ
の

場合
、
神
は
そ
の
人
が
自
ら
の
力
で
で
き
る
よ
う
に
、
援
け
る
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
「
自
ら
の
救
い
を
全
う
す
る
こ
と
を
勧
め
る
」
。

こ
れ
は
自
力
を
勧
め
る
言
で
あ
る
。
同
時
に
パ
ウ
ロ
は
、
「
神
は
御
意
を
成
さ
ん
が
た
め
に
汝
等
の
衷
に
働
き
、
汝
等
を
し
て
志
を
立
て
、

業
を
為
さ
し
め
給
へ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
力
で
あ
る
。
し
か
し
「
他
力
と
は
云
へ
、
自
己
の
外
に
働
く
他
力
で
は
な
い
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

であ
る
。
内
に
働
く
他
力
で
あ
る
。
「
自
力
と
成
り
て
働
く
他
力
」
な
の
で
あ
る
。
「
聖
書
の
言
を
以
て
云
へ
ば
、
聖
霊
で
あ
る
。
我
等
を

し
て
志
を
立
て
業
を
為
さ
し
め
る
力
で
あ
る
」
と
内
村
は
記
す
。
そ
し
て
「
物
に
は
内
外
の
別
が
あ
る
が
霊
に
は
其
別
が
無
い
の
で
あ
る
」

と
大
事
な
文
章
を
記
し
て
い
る
。
「
聖
霊
」
に
お
い
て
は
「
内
と
外
」
は
一
つ
で
あ
る
。
私
た
ち
の
外
か
ら
も
内
か
ら
も
働
き
、
私
た
ち
を

し
て
神
の
御
旨
を
実
現
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
。
そ
れ
故
に
「
基
督
教
は
自
力
教
に
非
ず
、
又
他
力
教
に
非
ず
、
聖
霊
教
で
あ
る
」
。
こ

こ
で
、
「
基
督
教
は
、
聖
霊
教
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
大
事
で
あ
る
。
内
村
が
キ
リ
ス
ト
教
を
十
字
架
教
と
命
名
し
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
「
聖
霊
教
」
と
し
て
聖
霊
の
働
き
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
「
自
力
で
も

可
い
、
他
力
で
も
可
い
。
或
は
自
ら
努
め
、
或
は
神
に
助
け
ら
れ
て
、
兎
に
も
角
に
も
救
は
れ
て
死
た
る
者
の
甦
に
与
か
ら
ん
こ
と
を
（
ピ

リ
ピ
書
三
章
＝
節
）
」
と
述
べ
、
こ
の
論
稿
を
閉
じ
る
。
内
村
の
聖
霊
観
は
、
詳
細
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

カ
と
他
力
」
の
関
係
を
聖
霊
の
働
き
と
し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
止
め
る
。



最後
に
ー
「
二
つ
の
J
」
に
つ
い
て

　
以上
、
内
村
に
お
け
る
「
と
」
の
思
想
の
一
部
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
一
部
で
あ
っ
て
内
村
の
宇
宙
観
と
し
て
「
物
と

心
」
、
内
村
の
人
間
観
と
し
て
「
体
と
霊
」
、
内
村
の
復
活
観
と
し
て
の
「
贋
罪
と
復
活
」
、
内
村
の
再
臨
観
「
再
臨
と
聖
霊
」
等
々
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

て
は
、
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
特
に
内
村
の
終
末
観
の
「
と
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　内
村
に
お
け
る
「
二
つ
の
」
」
に
つ
い
て
は
、
一
言
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
村
と
い
え
ば
、
必
ず
言
及
さ
れ
る
「
二
つ

のJ
」
、
す
な
わ
ち
冒
ω
器
「
イ
エ
ス
」
と
冨
冨
ロ
「
日
本
」
の
「
と
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
と
」
は
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
「
と
」

と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。
あ
え
て
言
え
ぱ
並
列
の
「
と
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
冨
ω
畠
と
冒
b
p
。
ロ
は
、
内
村
に
と
っ
て
対
立
・
矛
盾

す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
共
に
内
村
の
愛
の
対
象
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た

し
か
に
、
冨
窓
ロ
は
、
内
村
の
愛
に
答
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
内
村
を
苦
し
め
る
元
凶
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
冨
b
9
昌
へ
の
愛

は
、
内
村
の
生
涯
に
お
い
て
変
わ
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
愛
は
智
ω
臣
へ
の
愛
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
深
み
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
臼
①
鐙
ω
へ
の
愛
が
、
冨
b
習
へ
の
愛
を
深
め
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
冒
b
き
へ
の
愛
と
甘
ω
ロ
ω
へ
の
愛
が
内
村
に
と
っ
て
一
つ

であ
っ
た
こ
と
が
、
内
村
の
特
色
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
で
も
あ
り
、
批
判
的
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の

内
村
論
に
お
い
て
も
批
判
的
な
見
解
、
そ
し
て
反
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　
土
肥
昭
夫は
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
つ
つ
、
批
判
す
る
。
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
こ
こ
で
要
点
を
紹
介
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

て
、
本
論
文
の
視
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
く
。

　
「
キ
リ
ス
ト
者
た
る
こ
と
と
日
本
人
た
る
こ
と
に
あ
い
ま
い
な
形
で
満
足
す
る
の
で
は
な
く
そ
の
極
限
に
ま
で
お
し
す
す
め
て
い
っ
た

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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二

と
こ
ろ
に
彼
の
独
自
性
が
あ
る
。
し
か
し
イ
エ
ス
と
日
本
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
日
本
人
の
心
性
、
神
へ
の
従
順
と
国
家
へ
の
忠
誠
と
い

う
二
者
は
神
学
的
に
区
別
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
す
る
ど
い
緊
張
関
係
に
お
い
て
対
決
さ
れ
、
そ
の
矛
盾
が
克
服
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の

であ
る
」
。

　ま
さ
に
本
論
文
の
「
と
」
は
、
区
別
、
緊
張
、
対
決
、
そ
し
て
克
服
を
特
色
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
村
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
土

肥
に
よ
れ
ば
、
「
内
村
の
場
合
を
み
て
い
る
と
、
あ
た
か
も
楕
円
形
の
二
極
点
の
よ
う
に
両
者
は
真
理
の
両
極
と
し
て
同
時
に
成
立
す
る
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ア
　
ル

つ
の中
心
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
否
定
し
て
も
彼
の
現
実
的
な
存
在
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
中

心
から
彼
の
矛
盾
に
み
ち
た
性
格
や
逆
接
的
な
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
、
独
自
の
行
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
」
。

　こ
の
論
述
は
、
内
村
の
本
質
を
き
わ
め
て
的
確
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
の
性
格
と
行
動
と
い
う
よ
り
も
、
彼
の
宗
教
思
想
の
特
質

であ
り
、
本
論
文
で
考
察
し
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
「
日
本
と
イ
エ
ス
」
の
「
と
」
に
お
い
て
、
そ
の
特
質
が
貫

か

れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
土
肥
は
、
次
の
よ
う
に
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

　
「
た
し
か
に
内
村
は
愛
す
る
日
本
の
現
在
と
将
来
を
憂
慮
し
て
そ
の
た
め
に
な
げ
き
ま
た
怒
っ
た
。
し
か
し
そ
の
は
げ
し
い
意
識
は
彼
の

思想
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
二
元
論
的
思
考
方
法
と
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
彼
の
日
本
人
た
る
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
者
た
る
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス

ニ
重
性格
か
ら
出
さ
れ
た
情
熱
的
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
彼
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
日
本
に
対
す
る
正
し
い
か
か
わ
り
合
い

　
　
　
パ
ト
ス

は
彼
の
情
熱
的
表
現
や
預
言
者
的
直
観
に
お
い
て
み
ら
れ
て
も
、
ま
だ
神
学
的
な
思
考
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の限
り
に
お
い
て
彼
が
イ
エ
ス
と
日
本
を
愛
す
る
心
情
は
素
朴
な
自
然
の
発
露
で
あ
り
、
正
し
い
対
決
と
か
克
服
と
い
う
問
題
に
到
着
し

得
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
」
。

　こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
彼
の
思
想
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
二
元
論
的
思
考
方
法
と
無
縁
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ



は
、
そ
の
通
り
と
考
え
る
。
し
か
し
、
内
村
の
日
本
へ
の
か
か
わ
り
が
彼
の
情
熱
的
表
現
や
預
言
者
的
直
観
」
に
由
来
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
コ
一
元
論
的
思
考
方
法
」
と
は
違
う
内
村
の
特
質
が
あ
り
、
内
村
研
究
の
大
事
な
テ
ー
マ
と
な
る
。
す
で
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
問

題は
「
神
学
的
な
思
考
方
法
」
で
あ
る
。
内
村
以
後
の
課
題
と
な
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ロ

の

方
法
が
深め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
北
森
嘉
蔵
の
主
張
を
紹
介
す
る
。

　
北森
は
土
肥
の
内
村
の
日
本
へ
の
愛
が
「
素
朴
の
自
然
の
発
露
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
「
少
な
く
と
も
理
想
の

日
本
は
、
内
村
に
と
っ
て
は
、
な
ん
ら
か
の
否
定
に
よ
っ
て
も
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
直
接
的
に
神
の
器
と
し
て
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
。

『も
だ
え
つ
つ
福
音
に
生
き
る
』
と
い
う
あ
り
か
た
は
生
じ
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
仲
保
者
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
仲
保
媒
介
さ
れ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
内
村
は
、
自
己
と
い
う
個
人
の
基
盤
に
お
い
て
は
、
い
ち
お
う
罪
の
ゆ
る
し
と
い
う
仲
保
媒
介
の
立
場
を
つ
ら

ぬ
こ
う
と
し
た
が
、
個
人
の
基
盤
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
意
外
な
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
仲
保
媒
介
を
あ
い
ま
い
に
し
、
直
接
無
媒
介

的
な
態
度
と
な
る
こ
と
が
あ
る
」
。
内
村
に
お
い
て
「
個
人
」
と
「
個
人
の
基
盤
を
超
え
た
も
の
」
と
の
関
係
は
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

内
村
に
お
い
て
は
、
両
者
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
面
と
、
そ
こ
に
彼
の
特
質
が
あ
る
の
だ
が
、
他
面
「
神
の
前
に
一
人
立
つ

個人
」
と
し
て
の
自
覚
も
、
彼
の
特
質
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
再
臨
信
仰
に
お
い
て
、
「
個
人
」
と
「
個
人
の
基
盤
を
超
え
た
も
の
」
と
の

関
係
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
、
内
村
研
究
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
「
二
つ
の
J
」
の
問
題
も
終
末
論
的
視
点
か
ら
考
察
す
る

必
要
があ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

　
次に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
日
本
に
留
学
し
、
内
村
研
究
を
さ
れ
た
A
・
コ
ズ
イ
ラ
氏
の
研
究
を
紹
介
す
る
。
最
近
の
内
村
研
究
の
動
向

と
し
て
外
国
人
に
よ
る
い
わ
ば
「
外
」
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
コ
ズ
イ
ラ
氏
の
見
解
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
「
内
村
の
『
二
つ
の
J
』
論
は
、
た
し
か
に
『
二
元
論
』
で
あ
る
が
、
そ
の
二
元
論
は
首
尾
一
貫
し
た
論
理
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
べ

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



四
四

き
で
あ
る
」
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
神
へ
の
愛
と
隣
人
愛
と
い
う
二
つ
の
中
心
を
も
つ
信
仰
で
あ
り
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
二
元
論
で
あ
る
と

いえ
る
。
し
た
が
っ
て
内
村
の
『
二
つ
の
J
（
イ
エ
ス
と
日
本
）
』
論
は
、
土
肥
が
い
う
『
情
熱
的
表
現
、
つ
ま
り
パ
ト
ス
』
で
は
な
く
、

神
学的
思
考
方
法
と
し
て
確
立
し
て
い
る
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
」
。

　こ
の
指
摘
は
「
神
学
的
思
考
方
法
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
な
ろ
う
。
私
は
、
土
肥
の
指
摘
に
賛
同
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
内
村
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

「
神
学
的
思
考
方法
」
を
求
め
る
の
は
、
無
理
で
あ
ろ
う
。
近
代
日
本
に
お
け
る
神
学
的
思
考
方
法
は
、
内
村
の
次
の
世
代
か
ら
始
ま
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
内
村
は
神
学
的
な
考
察
を
踏
ま
え
て
の
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
以
前
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
私
の
研

究
は
、
内
村
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
宗
教
思
想
と
し
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
コ
ズ
イ
ラ
氏
か
ら
学

ぶ
べき
こ
と
は
、
そ
の
内
村
の
宗
教
思
想
の
普
遍
性
で
あ
る
。
彼
の
思
想
を
近
代
以
前
の
日
本
な
ら
び
に
世
界
の
宗
教
思
想
史
に
位
置
づ

け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
枠
組
み
は
、
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　そ
こ
で
、
最
後
に
、
本
論
文
で
考
察
す
る
内
村
の
「
と
」
に
類
似
し
た
三
人
の
思
想
家
を
各
々
の
研
究
者
の
書
物
か
ら
引
用
し
て
お
こ

う
。
こ
の
三
人
の
思
想
家
と
内
村
が
同
一
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
「
と
」
に
注
目
し
、
自
ら
の
思
想
の
根
底
に
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
思
想
家
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
内
村
の
宗
教
思
想
に
見
出
せ
る
「
『
と
』
の
神
学
」
が
、
決
し
て
特
異
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
宗

教
思
想
に

共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
最初
に
紹
介
す
る
の
は
江
戸
中
期
の
思
想
家
安
藤
昌
益
（
一
七
〇
三
？
1
一
七
六
三
年
）
の
「
互
性
」
で
あ
る
。
安
永
寿
延
に
よ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

「
互性
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
昌
益
が
最
後
に
た
ど
り
つ
い
た
互
性
概
念
の
規
定
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
同
格
で
平
等
な
相
対
立
す
る
二
つ
の
項

　
つ
いが

対を
な
し
な
が
ら
、
相
互
に
自
己
の
な
か
に
他
者
を
、
他
者
の
な
か
に
自
己
を
性
と
し
て
潜
在
さ
せ
、
互
い
に
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
存



在
の
不
可
欠
の
契
機
と
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

　
「
互
性
の
関
係
に
あ
る
相
互
対
立
す
る
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
体
と
性
の
矛
盾
を
か
か
え
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
互
性
の
関
係

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
内
在
的
対
立
と
外
在
的
対
立
の
、
二
重
の
矛
盾
関
係
を
構
成
し
て
い
る
」
。

こ
の
「
互
性
」
概
念
と
内
村
の
「
と
」
と
は
、
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
調
べ
て
み
た
い
。

　次
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
運
動
の
創
始
者
で
昌
益
と
同
じ
年
に
生
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
J
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
（
一
七
〇
三
－
一
七
九
一
年
）
の

宗
教
思
想
の

特
色
に内
村
と
類
似
し
た
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
清
水
光
雄
氏
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
宗
教
思
想
の
「
共
存
性
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

注目
さ
れ
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
本
書
の
テ
ー
マ
は
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
宗
教
思
想
の
実
体
が
共
存
性
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
超
越
と
内
在
、
神
学
と
哲
学
、
信

仰
と
理
性
、
普
遍
と
特
殊
、
全
体
と
個
、
あ
る
い
は
上
か
ら
の
発
想
と
下
か
ら
の
発
想
等
、
矛
盾
し
対
立
す
る
二
つ
の
項
の
共
存
の
主
張

であ
る
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
相
異
な
る
二
つ
の
知
識
形
態
を
説
き
、
こ
の
両
者
は
深
い
と
こ
ろ
で
一
致
す
る
と
語
り
、
全
体
的
、
総
合
的
知

識
体系
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
に
し
ば
し
ば
立
ち
帰
り
、
繰
り
返
し
論
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
。

　内
村
は
、
周
知
の
よ
う
に
札
幌
時
代
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
宣
教
師
ハ
リ
ス
か
ら
受
洗
し
て
い
る
。
内
村
は
ハ
リ
ス
夫
妻
へ
の
尊
敬
を
生

涯に
わ
た
っ
て
持
ち
続
け
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
開
祖
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
評
価
し
て
い
な
い
。
な
に
よ
り
も
「
教

派
」
を
嫌
っ
た
内
村
で
あ
る
か
ら
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
書
物
は
読
ん
で
い
な

い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
人
は
、
啓
蒙
主
義
以
後
の
宗
教
思
想
家
と
し
て
、
共
通
す
る
課
題
に
取
り
組
み
、
意
外
と
相
似
す
る
思
想
を
構

築
し
た
の
で
は
な
い
か
。
特
に
二
人
の
「
と
」
へ
の
取
り
組
み
は
、
そ
の
違
い
も
含
め
て
検
討
に
値
す
る
。

　
最後
に
ユ
ダ
ヤ
の
思
想
家
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
（
一
八
八
六
－
一
九
二
九
年
）
の
思
想
を
取
り
上
げ
る
。
最
近
彼
に
つ

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



四

六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

い

て
の

研
究
書を
出
版
さ
れ
た
佐
藤
貴
史
氏
の
書
か
ら
引
用
し
よ
う
。

　
「
神
、
世
界
、
人
間
を
お
互
い
に
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
《
と
》
（
琶
色
と
い
う
語
で
あ
る
。
か
れ
（
ロ
ー
ゼ
ン
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
）
は
、
こ
の
『
小
さ
な
言
葉
で
あ
る
《
と
》
』
（
畠
四
ω
白
α
博
o
げ
Φ
⇔
d
昌
α
）
を
『
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
根
本
語
』
（
O
毎
ロ
α
≦
o
昏
巴
げ
円

国ほ
効
ぼ
目
α
q
）
『
経
験
の
最
初
の
も
の
』
（
α
四
ω
国
目
ω
け
Φ
α
霞
国
臥
9
筒
琶
σ
q
）
と
呼
ん
で
い
る
」
。

　そ
の
《
と
》
に
は
、
関
係
の
《
と
》
と
分
離
の
《
と
》
が
あ
る
。
関
係
の
《
と
》
は
、
現
実
性
の
経
験
で
あ
る
。
他
方
、
分
離
の
《
と
》

は
、
真
の
経
験
に
先
立
つ
事
実
性
の
経
験
で
あ
る
。
分
離
が
あ
る
か
ら
こ
そ
関
係
は
成
立
す
る
。
そ
し
て
「
分
離
の
《
と
》
は
関
係
の
《
と
》

に
な
る
」
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
《
と
》
は
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
経
験
の
根
本
語
で
あ
り
、
神
と
世
界
と
人
間
の
分
離
と
関
係
を

表
現
す
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
新
し
い
思
考
」
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
思
考
」
は
内
村
に
も
み
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
内
村
の
思
想
と
彼
の
思
想
と
に
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
内
村
の
宗
教
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
組
み
で
は
捉
え
切
れ
ず
、
ユ
ダ
ヤ
の
思
想
さ
ら
に
は
日
本
の
思
想
に
ま
で
及
ぶ
視
野
で

考
察
する
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
本
論
文
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
（
未
完
）

　
　
　
　
　　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
拙
稿
「
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
特
色
の
一
考
察
－
仏
教
と
の
対
比

（1
）
　
拙
稿
「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
『
内
と
外
』
の
論
理
」
『
基
督
教
学
研
　
　
　
　
1
」
『
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
大
学
院
　
紀
要
』
五
号
、
二
〇
〇
九

　
究
』
第
十
三
号
、
一
九
九
二
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
。
本
論
文
は
、
こ
の
拙
稿
の
各
論
の
一
つ
で
あ
る
。
「
と
」
と
「
即
」

　
　

拙稿
「
私
の
内
村
鑑
三
研
究
に
つ
い
て
ー
『
内
と
外
』
を
め
ぐ
っ
　
　
　
　
と
の
対
比
、
内
村
の
「
と
」
と
西
田
幾
多
郎
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己

　　
て
」
『
内
村
鑑
三
研
究
』
一
四
号
、
一
九
九
四
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
一
」
と
の
対
比
は
、
次
の
課
題
で
あ
る
。



（3
）
　
「
『
と
』
の
神
学
」
に
つ
い
て
は
、
北
森
嘉
蔵
『
宗
教
改
革
の
神
学
』
　
　
　
　
結
び
つ
け
ら
れ
る
二
は
、
二
に
終
わ
る
こ
と
な
く
「
の
み
」
で
あ
る

　
　
新
教
出
版
社
、
｝
九
六
〇
年
に
「
陥
る
」
「
堕
す
る
」
と
い
う
表
現
と
　
　
　
　
　
一
に
包
括
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
包
括
の
論
理
は
、
キ
リ

　　
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
〇
〇
、
一
四
一
、
一
四
五
、
一
九
四
、
　
　
　
　
ス
ト
論
的
愛
の
論
理
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
排
他
的
（
Φ
×
o
ピ
ω
貯
⑦
）

　　
一
＝
一
、
二
六
二
、
二
六
三
、
二
七
二
、
二
八
九
、
二
九
二
頁
。
さ
　
　
　
　
な
一
が
他
者
的
な
神
の
言
を
自
己
の
中
に
包
括
す
る
（
冒
o
ピ
ω
ぞ
Φ
）

　
　
ら
に
「
と
」
に
つ
い
て
、
第
二
部
の
「
カ
ル
ヴ
ィ
ン
の
神
学
」
に
お
　
　
　
　
の
は
、
こ
の
一
が
あ
く
ま
で
他
者
を
自
己
の
う
ち
に
包
む
キ
リ
ス
ト

　
　
け
る
「
神
の
言
」
の
三
秩
序
に
つ
い
て
論
じ
る
と
こ
ろ
で
言
及
し
て
　
　
　
　
論
的
な
愛
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
二
二
頁
）
。
そ
の
愛
は
、
包
む

　　
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
秩
序
は
創
造
秩
序
、
第
二
秩
序
は
和
解
義
認
、
　
　
　
　
相
手
が
他
者
の
固
有
性
に
お
い
て
認
め
な
が
ら
、
包
む
の
で
あ
る
か

　
　
そ
し
て
第
三
秩
序
は
「
救
贋
聖
化
」
で
あ
る
が
、
こ
の
第
二
秩
序
と
　
　
　
　
ら
、
し
か
も
そ
の
他
者
が
敵
で
も
あ
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
包
む

　
第
三
秩
序
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。
こ
の
二
つ
の
秩
序
　
　
　
　
こ
と
の
不
可
能
な
も
の
を
包
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
愛
は
「
痛

　
は
コ
面
に
お
い
て
『
和
解
と
救
順
』
・
『
義
認
と
聖
化
』
・
『
信
仰
と
　
　
　
　
み
」
を
伴
う
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
最
終
的
に
は
「
包
括
」
さ

　

行為
』
と
い
う
ご
と
く
゜
「
と
」
に
よ
っ
て
並
列
さ
れ
る
関
係
に
立
ち
　
　
　
　
れ
る
。
そ
こ
に
救
い
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
二
で
あ
る
「
と
」
は
、

　
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
「
と
」
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
二
つ
の
秩
序
　
　
　
　
ど
こ
ま
で
も
「
と
」
の
現
実
を
認
め
つ
つ
も
、
一
で
あ
る
和
解
秩
序

　
は
「
信
仰
の
み
」
と
い
う
「
の
み
」
の
一
の
中
に
包
ま
れ
て
成
立
し
、
　
　
　
　
の
「
の
み
」
に
包
ま
れ
る
。
「
ア
ガ
ペ
ー
は
他
者
を
そ
の
固
有
性
に
お

　

広義
の
和
解
秩
序
の
中
に
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
福
音
主
義
的
神
学
　
　
　
　
　
い
て
生
か
し
立
て
て
、
し
か
も
こ
れ
を
自
己
の
内
に
包
む
の
で
あ
る
。

　
　
に
お
い
て
は
、
聖
化
は
義
認
と
区
別
さ
れ
る
固
有
性
を
も
っ
て
成
立
　
　
　
　
こ
れ
が
『
の
み
』
と
『
と
』
と
の
相
即
で
あ
り
、
公
理
と
現
実
態
と

　
す
る
が
、
し
か
も
救
い
の
確
か
さ
は
義
認
の
中
に
の
み
求
め
ら
れ
る
　
　
　
　
の
相
即
で
あ
る
」
（
二
九
二
頁
V
。
こ
の
よ
う
に
「
の
み
」
と
「
と
」

　

の

であ
る
」
（
二
〇
四
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
相
即
の
論
理
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
さ
ら
に
創
造
秩
序
と
和
解
秩
序
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
　
　
　
（
4
）
　
宗
教
改
革
の
三
大
原
理
の
二
つ
「
信
仰
の
み
」
「
聖
書
の
み
」
の
「
の

　
す
。
「
創
造
秩
序
は
和
解
秩
序
の
『
外
に
』
成
立
し
、
『
創
造
と
和
解
』
　
　
　
　
み
」
と
内
村
の
「
の
み
」
と
は
違
う
。
内
村
も
「
信
仰
の
み
」
「
聖
書

　
は
あ
く
ま
で
「
と
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
二
な
る
現
実
で
あ
　
　
　
　
　
の
み
」
の
信
仰
に
生
き
た
人
で
あ
っ
た
。
十
字
架
を
ひ
た
す
ら
仰
ぎ

　
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ル
ヴ
ィ
ン
は
こ
の
二
を
二
の
ま
ま
で
放
任
せ
　
　
　
　
膿
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
内
村
が
「
の
み
」
で
な
く
、
「
と
」

　
ず
、
『
と
』
の
神
学
に
陥
ら
し
め
ず
、
直
ち
に
こ
の
二
を
和
解
秩
序
の
　
　
　
　
に
こ
だ
わ
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
が
本
論
文
の
問
い
で
あ
る
。

　　
一

に
よ
っ
て
包
括
す
る
の
で
あ
る
」
（
二
〇
七
頁
）
。
「
と
」
に
よ
っ
て
　
　
（
5
）
　
「
包
む
」
「
包
容
」
は
北
森
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
福
音
」

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



四

八

　　
「
罪
の
ゆ
る
し
」
を
説
明
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
「
キ
リ
　
　
　
　
　
第
二
の
類
型
は
「
な
ん
で
も
か
ん
で
も
雑
炊
式
に
受
け
入
れ
る
『
あ

　　
ス
ト
教
と
日
本
と
の
出
会
い
」
『
日
本
の
心
と
キ
リ
ス
ト
教
』
読
売
新
　
　
　
　
れ
も
こ
れ
も
』
で
あ
る
」
。
折
衷
型
で
あ
る
。
今
村
は
日
本
思
想
史
の

　
　
聞
社
、
一
九
七
三
年
か
ら
引
用
す
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
が
『
福
音
』
、
　
　
　
　
な
か
に
、
こ
の
二
つ
の
類
型
と
は
違
う
可
能
性
を
探
究
し
た
い
、
と

　　
し
か
も
『
罪
の
ゆ
る
し
』
の
福
音
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
単
に
二
　
　
　
　
い
う
。
そ
れ
は
「
排
除
せ
ず
、
し
か
し
折
衷
も
し
な
い
。
い
わ
ば
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
元
対
立
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
対
立
す
る
も
の
を
包
む
と
い
　
　
　
　
盾
の
な
か
に
滞
在
し
、
そ
の
な
か
で
自
己
の
精
神
を
鍛
え
る
立
場
で

　
　
う
真
理
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
」
（
一
二
頁
）
。
「
キ
リ
ス
ト
　
　
　
　
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
は
過
去
に
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
」
。
私
は
内
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
教
の
根
本
教
理
た
る
キ
リ
ス
ト
教
の
十
字
架
は
、
対
立
す
る
も
の
の
　
　
　
　
の
宗
教
思
想
に
こ
の
第
三
の
類
型
、
つ
ま
り
「
二
律
背
反
に
耐
え
る

　

包
容
であ
る
」
（
＝
二
頁
）
。
「
包
容
」
は
「
対
立
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
　
　
　
　
思
想
の
萌
芽
」
を
見
出
し
た
い
の
で
あ
る
。

　　
で
あ
る
。
「
神
に
対
す
る
人
間
の
『
対
立
』
が
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
　
　
　
（
7
）
　
『
内
村
鑑
三
全
集
』
三
四
巻
、
岩
波
書
店
（
以
下
『
全
』
三
四
と
略

　　
り
、
そ
の
人
間
の
『
包
容
』
と
し
て
の
罪
の
ゆ
る
し
は
、
決
し
て
罪
　
　
　
　
す
）

　　
の
現
状
肯
定
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
必
ず
人
間
の
現
状
変
革
を
伴
　
　
　
（
8
）
　
『
全
』
二
四
、
七
六
頁
。
な
お
、
傍
点
は
原
文
の
マ
マ
。
以
下
同
じ
。

　
　
う
の
で
あ
る
」
（
＝
二
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
五
頁
。

（6
）
　
今
村
仁
司
「
二
律
背
反
に
耐
え
る
思
想
1
あ
れ
か
こ
れ
か
で
も
　
　
　
（
9
）
　
拙
稿
「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
『
身
体
の
救
い
』
」
『
基
督
教
学
研
究
』

　　
な
く
、
あ
れ
も
こ
れ
も
で
な
く
」
『
思
想
』
九
九
八
号
、
二
〇
〇
七
年
。
　
　
　
　
五
号
、
一
九
八
三
年
。

　
　
註
の
二
の
拙
稿
で
も
、
こ
の
今
村
の
文
章
を
引
用
し
た
。
そ
の
要
点
　
　
　
（
1
0
）
　
『
全
』
三
二
、
一
〇
三
～
＝
一
頁
。

　　
を
再
度
引
用
し
て
お
く
。
今
村
は
「
西
洋
の
思
考
様
式
を
比
較
軸
に
　
　
（
1
1
）
　
あ
る
と
き
の
内
村
研
究
会
で
研
究
仲
間
の
友
人
か
ら
私
の
内
村
研

　　
と
つ
て
日
本
思
想
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
る
と
き
」
二
つ
の
類
型
が
　
　
　
　
究
に
つ
い
て
「
君
の
研
究
は
調
和
の
要
素
が
多
す
ぎ
る
。
も
っ
と
緊

　
　
あ
る
こ
と
に
、
し
か
も
二
つ
し
か
な
い
か
に
み
え
る
。
そ
の
二
つ
の
　
　
　
　
張
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
の
批
判
を
受
け
た
こ
と
が
あ

　
　
類
型
が
「
時
代
に
よ
っ
て
姿
を
か
え
な
が
ら
も
古
く
か
ら
く
り
か
え
　
　
　
　
る
」
。
そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
。
調
和
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
緊
張

　　
し
登
場
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
内
村
は
最
後
の
病
床
で
「
非
常
に
調
和
が
と
れ

　　
　
第
一
の
類
型
は
「
ひ
と
つ
の
立
場
を
排
他
的
に
奉
じ
て
、
他
の
立
　
　
　
　
　
て
居
る
。
こ
れ
で
い
い
の
か
」
と
述
べ
た
と
の
こ
と
。
内
村
祐
之
「
父

　
　場
に
い
っ
さ
い
の
可
能
性
を
断
固
と
し
て
排
斥
す
る
型
」
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
の
臨
終
の
記
」
『
聖
書
之
研
究
』
三
五
七
号
、
一
九
三
〇
年
、
五
八
頁
。

　　
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
類
型
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
は
「
矛
盾
の
人
」
「
緊
張
の
人
」
内
村
で
は
な
く
「
調
和
の
人
」
内



　
　村
に
魅
か
れ
る
。
勿
論
「
調
和
と
緊
張
」
の
「
と
」
に
生
き
た
の
が
　
　
（
1
8
）
　
『
全
』
二
九
、
二
四
九
～
二
五
三
頁
。

　
　内
村
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
内
村
が
聖
霊
に
つ
い
て
論
じ
た
論
稿
は
「
如
何
に
し
て
聖
霊
を
受

（1
2
）
　
『
全
』
三
五
－
五
二
八
～
五
二
九
。
内
村
に
お
け
る
「
義
と
愛
」
に
　
　
　
　
け
ん
乎
」
（
一
九
〇
八
年
十
月
）
、
「
聖
霊
と
は
誰
ぞ
」
（
一
九
〇
八
年

　　
つ
い
て
は
、
岩
野
祐
介
氏
の
論
文
が
あ
る
。
「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
愛
　
　
　
　
六
月
）
、
「
聖
霊
に
関
す
る
研
究
」
（
一
九
一
二
年
十
月
）
等
が
あ
る
。

　　
と
義
の
問
題
」
『
ア
ジ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
』
第
五
号
、
二
〇
　
　
　
（
2
0
）
　
拙
稿
「
『
救
済
史
』
と
『
世
界
史
』
の
接
点
－
内
村
鑑
三
の
神
学
」

　
　
〇
七年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
内
村
鑑
三
研
究
』
一
四
号
、
一
九
八
〇
年
。

（1
3
）
　
『
全
』
三
一
、
二
四
〇
～
二
四
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拙
稿
「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
『
神
・
人
・
自
然
』
」
『
基
督
教
学
研

（1
4
）
　
『
全
』
三
二
、
二
〇
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
〇
二
年
。

（1
5
）
　
『
全
』
三
二
、
一
四
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
村
の
宗
教
思
想
の
研
究
を
巡
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
「
と
」
の

（1
6
）
　
『
全
』
二
二
、
二
四
二
頁
。
こ
の
「
神
の
念
怒
と
贋
罪
」
は
、
内
村
　
　
　
　
視
点
か
ら
考
察
で
き
る
。

　　
の
思
想
と
信
仰
が
、
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
論
稿
で
あ
る
。
内
村
が
最
　
　
　
　
　
　
一
　
内
村
に
お
け
る
「
合
理
性
」
と
「
非
合
理
性
」

　
　
後
の
病
床
に
あ
る
と
き
、
日
曜
日
の
集
会
で
こ
の
論
稿
が
弟
子
に
　
　
　
　
　
二
　
内
村
に
お
け
る
「
近
代
」
と
「
反
近
代
」

　　
よ
っ
て
読
ま
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
内
村
に
お
け
る
「
ロ
ゴ
ス
」
と
「
パ
ト
ス
」

（1
7
）
　
『
全
』
三
二
、
二
一
〇
頁
。
内
村
は
「
義
と
美
」
（
一
九
二
三
年
十
　
　
　
　
　
拙
稿
「
内
村
の
宗
教
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
を
巡
っ
て
」
『
内
村
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
月
）
と
題
す
る
論
稿
も
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
人
の
衷
な
る
美
、
　
　
　
　
三
研
究
』
四
一
号
、
二
〇
〇
八
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
そ
れ
が
義
で
あ
る
。
薙
に
於
て
か
義
は
美
よ
り
も
遙
か
に
大
な
る
美
　
　
　
（
2
1
）
　
土
肥
昭
夫
『
内
村
鑑
三
』
日
本
基
督
教
団
出
版
部
、
一
九
六
二
年
、

　　
で
あ
る
事
が
解
る
」
。
「
義
是
れ
美
な
り
」
と
も
書
い
て
い
る
。
『
全
』
　
　
　
　
二
七
四
頁
以
下
。
な
お
、
本
書
は
五
十
年
近
く
前
の
書
物
で
あ
る
が
、

　　
二
八
、
二
四
頁
。
さ
ら
に
「
義
は
美
以
上
で
あ
る
。
然
し
義
は
決
し
　
　
　
　
内
村
研
究
に
と
っ
て
大
事
な
視
点
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
一
つ
の
論

　　
て
美
を
退
け
な
い
。
義
は
美
と
両
立
し
な
い
よ
う
に
思
ふ
は
大
な
る
　
　
　
　
点
は
内
村
の
「
二
元
論
思
考
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。

　
　
間
違
で
あ
る
。
真
個
の
美
は
義
の
在
る
所
に
於
て
の
み
栄
え
る
」
『
全
』
　
　
　
　
　
内
村
の
日
本
論
に
つ
い
て
私
は
、
次
の
二
つ
で
述
べ
て
い
る
。

　　
二
八
、
二
五
頁
。
内
村
に
と
っ
て
「
義
と
美
」
は
相
等
し
い
も
の
と
　
　
　
　
　
「
晩
年
の
内
村
鑑
三
」
『
松
前
文
庫
』
八
四
号
、
一
九
九
六
年
。

　

考え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
義
」
あ
っ
て
の
「
美
」
で
あ
る
。
内
　
　
　
「
近
代
思
想
史
に
お
け
る
［
異
郷
］
と
し
て
の
日
本
内
村
鑑
三
」

　
村
の
「
美
」
観
は
考
察
に
値
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
思
想
史
学
』
三
一
号
、
一
九
九
九
年
。

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
－
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



五
〇

（2
2
）
　
北
森
嘉
蔵
「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
『
世
界
』
と
『
日
本
』
」
『
日
本
　
　
　
　
合
し
て
ひ
と
つ
の
完
全
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
」
。

　　
の
心
と
キ
リ
ス
ト
教
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
、
八
七
ー
八
八
　
　
　
　
　
安
藤
昌
益
に
つ
い
て
は
「
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
」
（
H
．
ノ
ー
マ
ン
）

　
　
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
り
、
内
村
は
知
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
人
の
「
農
」
へ

（2
3
）
　
A
・
コ
ズ
イ
ラ
『
日
本
と
西
洋
に
お
け
る
内
村
鑑
三
　
そ
の
宗
教
　
　
　
　
の
こ
だ
わ
り
、
あ
る
い
は
二
人
の
「
自
然
観
」
を
対
比
し
て
、
そ
の

　
　
思
想
の
普
遍
性
』
教
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。
な
お
引
用
は
、
一
五
八
　
　
　
　
「
差
異
」
を
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
頁
以
下
の
第
四
章
「
内
村
鑑
三
の
『
二
つ
の
J
』
（
イ
エ
ス
と
日
本
）
　
　
　
　
　
な
お
、
内
村
の
「
農
業
観
」
「
自
然
観
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
作
成

　
　
論
の
神
学
的
意
義
」
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
に
私
の
手
元
に
届
い
た
三
浦
永
光
『
現
代
に
生
き
る
内
村
鑑
三

（2
4
）
　
三
谷
隆
正
の
よ
う
に
「
私
は
信
ず
る
。
明
治
日
本
が
生
み
出
し
た
　
　
　
　
人
間
と
自
然
の
適
正
な
関
係
を
求
め
て
』
御
茶
ノ
水
書
房
、
二
〇
一

　
　
最
大
の
神
学
者
は
わ
が
内
村
鑑
三
先
生
で
あ
つ
た
」
と
の
見
解
も
あ
　
　
　
　
　
一
年
、
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　　
る
。
『
世
界
観
・
人
生
観
』
近
藤
書
店
、
一
九
四
八
年
、
二
一
七
頁
。
　
　
（
2
6
）
　
清
水
光
雄
『
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
宗
教
思
想
』
日
本
基
督
教

　　
こ
れ
は
評
価
し
す
ぎ
で
あ
る
が
、
内
村
に
お
け
る
「
ロ
ゴ
ス
と
バ
ト
　
　
　
　
団
出
版
局
、
一
九
九
二
年
、
一
八
頁
。

　　
ス
」
の
問
題
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
内
村
の
宗
教
思
想
に
見
ら
れ
　
　
　
　
　
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
神
学
を
時
期
区
分
す
る
と
き
に
清
水
氏
は
「
恵
み

　　
る
「
ロ
ゴ
ス
」
は
何
か
。
そ
の
探
究
が
私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
あ
っ
　
　
　
　
の
み
、
信
仰
の
み
、
の
「
の
み
（
断
絶
）
」
が
恵
み
と
自
由
、
信
仰
と

　　
た
。
神
学
も
広
義
に
用
い
「
歴
史
の
神
学
」
「
平
和
の
神
学
」
「
自
然
　
　
　
　
行
為
、
の
「
と
（
連
続
）
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
点
」
に

　　
の
神
学
」
、
最
近
の
テ
ー
マ
で
は
「
環
境
の
神
学
」
、
あ
る
い
は
「
日
　
　
　
　
注
目
す
る
。

　
　
本
の
神
学
」
、
そ
し
て
「
『
と
』
の
神
学
」
の
視
点
か
ら
内
村
の
思
想
　
　
　
　
　
そ
し
て
「
『
の
み
』
と
『
と
』
で
あ
れ
、
義
認
と
聖
化
で
あ
れ
、
相

　
　
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
立
す
る
二
項
を
統
合
す
る
『
第
三
の
選
択
肢
』
と
は
こ
項
を
前
後
・

（2
5
）
安
永
寿
延
『
安
藤
昌
益
』
平
凡
社
、
選
書
四
六
、
一
九
七
六
年
、
　
　
　
　
　
優
劣
関
係
で
補
完
・
融
合
さ
せ
、
一
方
を
他
方
に
包
摂
す
る
立
場
で

　　
二
〇
九
頁
以
下
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
く
、
二
項
の
同
時
存
在
性
、
二
重
性
で
は
な
い
の
か
」
。
こ
の
指

　　
　
山
脇
直
司
『
公
共
哲
学
と
は
何
か
』
（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
四
年
）
　
　
　
　
摘
は
内
村
に
お
け
る
「
と
」
に
も
妥
当
す
る
。

　　
に
昌
益
の
「
互
性
」
概
念
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
八
五
頁
。
「
互
性
と
　
　
　
　
　
『
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
救
済
論
　
西
方
と
東
方
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
統

　　
は
、
た
と
え
ば
、
天
と
地
、
火
と
水
、
冬
と
春
、
自
然
と
人
間
、
男
　
　
　
　
合
』
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
四
〇
頁
。

　　
と
女
、
自
己
と
他
者
な
ど
、
相
反
し
、
相
補
う
対
等
の
も
の
が
、
和
　
　
（
2
7
）
佐
藤
貴
史
『
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
ー
〈
新
し
い
思



考
〉
の
誕
生
ー
⊥
知
泉
書
館
、
二
〇
一
〇
年
、
八
九
、
九
一
頁
。
　
　
　
　
　
と
が
で
き
る
。

　
手島
勲
矢
氏
は
「
日
本
宗
教
学
会
」
第
六
八
回
学
術
大
会
で
「
内

村
鑑
三と
A
・
J
・
ヘ
シ
ェ
ル
ー
楕
円
の
一
神
教
思
想
に
つ
い
て
」

と
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
要
旨
が
『
宗
教
研

究
』
三
六
三
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

冒
頭
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
個
人
的
に
は
交
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

日
本
と
ユ
ダ
ヤ
の
二
人
の
思
想
家
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
者
内
村
鑑

三

（
一
八六
一
ー
一
九
三
〇
年
）
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
A
・
J
・
ヘ
シ
ェ

ル

（
艶
9
国
①
ω
o
げ
9
、
一
九
〇
七
－
一
九
七
二
年
）
は
、
奇
妙
な
こ

と
に
「
楕
円
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
共
有
し
て
、
き
わ
め
て
似
通
っ

たー
そ
れ
で
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
際
立
つ
1
思
想
を
展

開
し
て
い
る
」
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
ヘ
シ
ェ
ル
の
「
人
間
を
探
し
求

め
る
神
」
（
一
九
五
五
年
）
の
一
節
「
楕
円
思
考
（
同
臣
讐
凶
o
円
ぼ
艮
ぎ
α
q
）

と
内
村
の
「
楕
円
形
の
話
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
が
「
驚
く

ほ
ど
に
酷
似
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　内
村
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
観
の
変
遷
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
内
村
鑑
三

の

『
ユダ
ヤ
人
』
観
」
『
内
村
鑑
三
研
究
』
三
七
号
、
二
〇
〇
四
年
を

参照
。　

森有
正
の
指
摘
の
よ
う
に
、
内
村
は
「
原
型
的
人
間
」
で
あ
り
、

「
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
中
心
的
思
想
、
天
地
の
創
造
主
で
あ
る
神
と
、
そ

の前
に
責
任
を
持
つ
魂
と
い
う
こ
と
ば
を
も
っ
て
要
約
す
る
こ
と
が

でき
る
」
『
内
村
鑑
三
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
七
三
頁
。

　内
村
の
「
と
」
の
思
索
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
原
型
を
見
出
す
ご

「
『と
』
の
神
学
」
再
考
ー
内
村
鑑
三
の
宗
教
思
想
を
中
心
に
ー
（
原
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一


