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副
九
六
七
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
、
宮
本
武
之
助
、
小
田
島
嘉
久
、
大
須
賀
潔
、
佐
藤
敏
夫
の
四
一
の
共
著
に
成
る
『
哲
学
と
神
学
の

紺
話
』
を
読
み
、
日
本
基
督
教
学
会
編
『
縫
本
の
神
学
』
（
7
）
（
一
九
六
八
年
九
弩
）
に
も
、
こ
の
書
の
読
後
感
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
、
特
に
、
こ
の
書
の
な
か
に
お
け
る
佐
藤
敏
夫
氏
の
論
文
謬
不
教
哲
学
の
過
去
と
現
在
」
を
読
ん
で
、
多
く
の
刺
戟
や
添
唆
を
得

た
こ
と
が
、
本
論
文
執
筆
の
一
契
機
と
な
っ
た
。
尤
も
、
こ
う
い
つ
た
課
題
は
、
私
に
と
っ
て
永
年
の
懸
案
で
あ
っ
て
、
数
年
前
に
上
梓

さ
れ
た
拙
著
『
神
学
と
寒
教
哲
学
と
の
間
』
に
お
い
て
も
、
陰
に
陽
に
、
そ
れ
が
一
つ
の
中
心
問
題
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で

は
、
掘
著
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
こ
と
に
も
若
輩
欝
及
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
多
少
異
な
っ
た
見
地
か
ら
、
新
た
に
問
題
を
考
究
し
た

い
。
し
か
し
、
私
の
現
在
の
考
え
は
、
な
お
極
め
て
未
熟
平
身
で
あ
る
の
で
、
本
稿
は
、
荒
埋
り
の
素
描
的
試
論
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、

予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

宗
教
哲
学
の
薪
し
い
可
能
性

一
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前
述
の
佐
藤
氏
の
論
文
に
も
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
世
界
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
状
況
は
、
こ
こ
四
十

年
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
弁
証
法
神
学
、
わ
け
て
も
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
に
よ
っ
て
強
く
規
定
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と

い
う
の
は
、
バ
ル
ト
神
学
の
影
響
が
強
く
な
る
に
つ
れ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
た
宗
教
哲
学
が
全
く
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
か
、
或
い
は
片
す
み
の
方
に
追
い
や
ら
れ
る
現
象
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
」
「
宗
教
哲
学
へ
の
関
心
が
後
退
し
た
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
神
学
（
弁
証
法
神
学
一
筆
者
）
が
、
宗
教
か
ら
で
は
な
く
、
啓
示

か
ら
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
十
九
世
紀
神
学
が
、
そ
の
主
題
を
宗
教
に
求
め
、
宗
教
の
本
質
の
哲
学
的
解

明
を
根
底
に
す
え
、
そ
の
上
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
建
設
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
弁
証
法
神
学
は
、
啓
示
を
神
学
の
主
題

と
し
啓
示
の
上
に
神
学
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
根
本
的
な
転
換
を
遂
行
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
転
換
の
根
底
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を

人
主
の
宗
教
性
一
般
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
そ
れ
ま
で
の
傾
向
と
は
反
対
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
宗
教
性
と
い
う
平
面
を
垂
直
に
切
断
す
る

上
か
ら
の
啓
示
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
横
わ
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
宗
教
哲
学
へ
の
関
心
の
著
し
い
後
退
が
出
て
き
た

の
で
あ
る
。
」
「
十
九
世
紀
の
宗
教
哲
学
の
誤
謬
を
清
算
す
る
た
め
に
は
、
た
し
か
に
、
〈
啓
発
の
み
〉
と
い
う
狭
い
道
が
強
調
さ
れ
ね
ぽ
な

ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
同
蒋
に
、
そ
の
啓
承
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
、
同
じ
く
真
理
を
め
ざ
す
他
の
諸
科
学
、
あ
る

い
は
間
じ
く
真
理
を
主
張
す
る
他
の
諸
思
想
と
の
対
決
な
い
し
折
衝
は
当
然
な
す
べ
き
課
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
避
け
る
こ
と
は
神
学
の
ゲ

ッ
ト
ー
化
を
ひ
き
お
こ
さ
ず
に
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
習
々
に
か
か
げ
た
事
柄
が
象
徴
す
る
よ
う
な
（
つ
ま
り
、
佐
藤
氏

に
よ
れ
ば
、
「
長
年
刊
行
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
ド
イ
ツ
の
N
Φ
冨
。
影
野
｛
貯
ω
誘
3
日
象
一
。
・
o
げ
の
↓
ぴ
Φ
o
圃
。
σ
q
凶
Φ
は
、
数
年
前
〈
新
〉
と
い

う
字
を
加
え
、
2
①
ρ
①
N
①
一
眠
。
げ
ユ
漆
と
し
て
出
発
し
な
お
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
聞
も
な
く
さ
ら
に
、
2
①
¢
①
N
①
ぱ
ω
o
げ
ほ
穿

｛
貯
ω
鴇
解
毒
無
冴
簿
Φ
↓
げ
Φ
o
㎞
o
α
q
貯
§
鎚
音
①
類
α
Q
陣
。
口
魯
窯
一
〇
ω
o
も
繧
①
と
改
名
し
、
宗
教
哲
学
の
雑
誌
で
も
あ
る
こ
と
を
題
名
に
お
い
て

う
た
う
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
は
ま
さ
し
く
、
宗
教
哲
学
に
関
し
て
、
現
在
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
界
の
風
潮
を
、

あ
る
程
度
象
荒
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
）
宗
教
哲
学
へ
の
関
心
が
起
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
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が
っ
て
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
聖
教
哲
学
へ
の
逆
も
ど
り
と
し
て
お
こ
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
あ
る
程
度
よ
り
を
戻
し
た
と

い
う
薗
は
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
弁
証
法
神
学
の
十
九
世
紀
的
宗
教
哲
学
へ
の
批
判
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
摂
取
し
た
上
で
、
宗
教
哲

学
的
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
（
佐
藤
敏
夫
『
宗
教
哲
学
の
過
去
と
現
在
』
工
〇
三
頁
以
下
）

　
以
上
の
よ
う
な
佐
藤
氏
の
現
状
認
識
、
さ
ら
に
ま
た
察
教
哲
学
の
復
権
の
理
由
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
極
め
て
妥
墨
で
あ
っ
て
、
私
自

身
も
氏
と
見
解
を
岡
じ
う
す
る
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
点
で
は
、
同
様
の
こ
と
を
似
た
よ
う
な
轡
葉
で
述
べ

る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
弁
証
法
神
学
な
い
し
は
バ
ル
ト
神
学
以
後
の
宗
教
哲
学
の
頽
勢
と
い
う
も
の

は
、
簡
単
に
い
っ
て
、
こ
の
神
学
の
「
宗
教
主
義
」
（
圃
①
犀
α
q
δ
三
ω
ヨ
話
）
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

エ
ミ
ー
ル
・
ブ
ル
ソ
ナ
ー
の
制
禦
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
神
の
雷
の
神
学
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
主
義
の
批
判
的
止
揚
」
（
押
二
叶
甲
斐
Φ

〉
銭
ゲ
Φ
げ
q
づ
α
q
鋤
瀬
ω
図
①
躍
σ
q
一
〇
乱
の
ヨ
蕊
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
で
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
以
後
の
い

わ
ば
主
流
的
な
宗
教
哲
学
の
伝
統
は
、
ト
レ
ル
チ
的
な
歴
史
主
義
に
立
脚
す
る
魚
津
σ
Q
ご
器
≦
一
。
・
ω
窪
。
。
。
プ
鉱
件
な
い
し
菊
Φ
躍
σ
q
一
〇
話
℃
げ
出
。

。・

潤
視
�
@
と
と
も
に
、
徹
底
的
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
宗
教
主
義
」
な
い
し
は
そ
れ
と
結
び
つ
い

た
「
歴
史
主
義
」
（
三
岡
ω
8
臨
。
・
ヨ
器
）
に
対
す
る
弁
証
法
神
学
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
前
述
の
佐
藤
論
文
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神

学
的
見
地
、
な
か
ん
ず
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
的
見
地
か
ら
い
っ
て
、
極
め
て
正
当
な
も
の
、
必
然
的
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ

こ
に
、
お
よ
そ
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
に
伴
い
が
ち
な
行
き
す
ぎ
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
当
然
問
題
に
な
る
で
あ
ろ

う
。　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
つ
た
問
題
は
、
多
少
の
論
点
の
ず
れ
を
伴
う
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
い

わ
ゆ
る
宗
教
性
A
（
即
Φ
出
ぴ
q
ご
。
・
津
簿
》
）
と
宗
教
性
B
（
菊
⑦
類
σ
q
δ
ω
騨
響
ゆ
）
と
の
関
係
の
問
題
と
か
な
り
類
比
的
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
（
以
下
簡
単
化
し
て
、
単
に
A
お
よ
び
B
と
記
す
こ
と
に
す
る
。
）
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
主
義
に
立
脚
す
る
宗
教
哲
学
は
、

A
の
立
場
で
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
、
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
の
宗
教
主
義
批
判
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
に

宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性

三
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博

い
え
ぽ
、
A
を
否
定
的
に
突
破
す
る
B
と
し
て
の
逆
説
的
宗
教
た
る
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
を
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
上
に
鋭
く
且
つ
徹
底

化
し
て
顕
揚
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
キ
ュ
ル
ケ
ゴ
！
ル
に
お
け
る
A
と
B
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
種
々
の
理
解

の
仕
方
が
可
能
で
あ
り
、
一
義
的
に
明
確
な
解
釈
を
く
だ
す
こ
と
は
嫉
め
て
困
難
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
自
身
は
、
大
雑
把
に
い

う
と
大
体
次
の
ご
と
く
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
面
に
お
い
て
、
B
は
A
の
否
定
的
突
破
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
、
あ
く
ま
で
確
保
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
他
薗
で
は
、
例
え
ば
E
・
ガ
イ
ス
マ
ー
ル
も
い
う
よ
う
に
、
A

と
B
と
の
間
に
、
内
的
有
機
的
な
結
び
つ
き
（
陣
導
2
Φ
◎
同
σ
q
⇔
艮
ω
。
ぎ
く
①
き
一
民
舅
σ
q
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
強
ち
否
定
さ
る
べ
き
で
は

な
い
と
思
う
。
（
国
○
①
欝
白
露
ω
．
室
Φ
爵
の
α
q
9
⇔
銭
ω
魚
器
ピ
①
び
窪
ω
Φ
ロ
薯
8
犀
一
§
σ
q
霧
島
ω
Φ
ヨ
①
芝
葬
。
。
⇔
ヨ
ぎ
一
け
⇔
デ
ω
象
無
学
亀
①
び

お
鱒
㊤
ω
・
。
。
H
O
参
照
）
キ
リ
ス
ト
教
を
も
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
実
定
的
諸
宗
教
（
℃
o
ω
録
く
の
図
①
岡
寺
δ
口
髭
）
を
、
入
り
に
、
す
べ
て
B
的

性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
え
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
十
九
世
紀
的
宗
教
哲
学
の
主
流
的
な
伝
統
は
、
も
ろ
も
ろ
の
B
的
性
格
を
も
っ
た
諸

宗
教
を
A
に
還
允
す
る
、
或
い
は
、
そ
れ
ら
を
A
に
根
拠
づ
け
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
大
ま
か
に
い
っ
て
、
菅
円
吉
氏
の
言
葉
で
い
え
ば
、
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
い
う
も
の
の
も
つ
性
格
で
も
あ
る
。
（
菅
円
吉
『
理
性
と
啓

示
』
参
照
）
し
か
る
に
、
弁
証
法
神
学
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
A
を
否
定
的
に
突
破
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
B
的
性
格
を
、
比
類
な
く
鋭
く

顕
揚
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
も
は
や
、
B
を
A
に
還
元
し
、
な
い
し
は
B
を
A
に
根
拠
づ
け
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
か
た
は
断

念
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
線
に
沿
っ
て
、
B
の
B
た
る
こ
と
を
あ
く
ま
で
竪
持
し
な
が
ら
、
な
お
宗
教
哲
学
の

新
た
な
可
能
性
を
見
失
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
は
ま
た
な
ん
ら
か
の
意
味
で
B
と
A
と
の
關
に
、
「
内
的
有
磯
的
な

結
び
つ
き
」
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
菅
残
響
氏
の
い
わ
ゆ
る
神
学
的
宗
教
哲
学
の
道
で
も

あ
ろ
う
。
私
自
身
も
、
い
や
し
く
も
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
と
い
う
も
の
を
追
求
す
る
と
き
、
そ
れ
は
予

め
神
学
的
真
理
を
拗
棄
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
、
神
学

豹
宗
教
哲
学
と
い
う
意
味
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。
　
（
し
か
し
私
自
身
は
、
菅
円
吉
氏
の
よ
う
に
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
や
エ
ミ
ー



ル
・
ブ
ル
ソ
ナ
ー
に
お
い
て
す
で
に
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
神
学
的
宗
教
哲
学
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
は
、
必
ず
し
も
同

意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
十
頁
以
下
参
照
）
私
は
、
曾
て
、
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
に
お
い
て
、
一
つ
の
神
学
的
宗
教
哲
学
の
モ
デ
ル
を
見
る
と
い
う
考
え
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
（
前
掲
拙
著
参
照
）
、
そ
れ
は
、

彼
の
場
合
、
A
と
B
と
の
聞
の
否
定
的
断
絶
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
贋
者
の
つ
な
が
り
、
ま
た
は
…
媒
介
、
或

い
は
逆
説
的
な
統
合
が
求
め
ら
れ
企
図
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
少
な
く
と
も
、
宗
教
哲
学
の
新

し
い
可
能
性
と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
に
、
参
考
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
バ
ル
ト
や
ブ
ル
ソ
ナ
ー
に
お
い

て
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
B
と
A
と
の
否
定
的
断
絶
と
同
時
に
媒
介
と
い
う
思
想
は
見
出
さ
る
べ
く
も
な
い
。

　
い
わ
ゆ
る
神
学
的
宗
教
哲
学
と
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
が
対
照
的
に
考
え
ら
れ
る
根
本
に
は
、
神
学
的
と
い
う
こ
と
と
哲
学
的
と
い
う
こ

と
と
の
間
に
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
相
容
れ
な
い
対
立
関
係
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
自
腿
的
な
こ
と
で

す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
神
学
的
宗
教
哲
学
と
い
え
ど
も
、
神
学
的
で
あ
っ
て
も
、
神
学
で
は
な
く
、
宗
教
哲
学
で
あ
り
、
哲
学
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
B
の
立
場
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
B
の
立
場
を
堅
持
し
な
が
ら
、
す

く
な
く
と
も
な
ん
ら
か
の
意
味
で
A
の
立
場
を
標
榜
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
B
を
寄
接

的
に
A
と
な
す
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
も
は
や
、
既
述
の
よ
う
に
、
B
を
A
に
還
元
し
、
な
い
し
は
B
を
A
に
お
い
て
根
拠
づ
け
る
こ
と

で
も
あ
り
得
な
い
。
い
な
実
は
、
B
が
そ
れ
に
還
元
さ
る
べ
き
A
、
な
い
し
は
B
を
根
拠
づ
け
る
べ
き
A
が
見
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

く
な
く
と
も
極
め
て
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
宗
教
哲
学
の
ア
ポ
リ
ア
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
の
新
し
い
可
能
性
が
模
索

さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
所
以
が
あ
る
。
A
が
見
失
わ
れ
、
す
く
な
く
と
も
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
さ
え
も
、
A
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
人
間
の
普
遍
的
宗
教
性
（
鋤
鳳
σ
q
④
ヨ
の
菖
Φ
菊
Φ
躍
σ
q
一
〇
ω
ぱ
即
け
伽
Φ
ω
ζ
Φ
湊
。
げ
Φ
口
）

を
手
明
的
な
る
前
提
と
し
て
考
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
前
提
が
疑
わ
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ま

た
、
一
面
で
は
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
ジ
と
か
、
他
面
で
は
人
間
の
自
然
的
素
質
と
し
て
の
宗
教
性
が
、
も
は
や
安
易
に
前
提
す
べ
か
ら
ざ
る

　
　
　
　
宗
教
誓
学
の
新
し
い
可
能
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
主
義
へ
の
復
帰
を
意
味
す
る
よ
う
な
宗
教
哲
学
へ
の
道

が
閉
ざ
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
そ
こ
で
前
述
の
よ
う
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
主
義
の
批
判
的
止
揚
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
」
（
ブ
ル
ソ

ナ
ー
）
と
か
、
「
宗
教
の
止
揚
と
し
て
の
神
の
啓
示
」
（
バ
ル
ト
）
と
か
、
「
不
信
仰
と
し
て
の
宗
教
」
（
同
）
と
か
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
（
〈
α
q
ピ
閑
・
ゆ
鷲
夢
”
〆
陛
。
面
一
。
び
①
U
o
α
q
ヨ
葺
蔚
固
蕊
㈱
嵩
○
◎
茸
Φ
。
・
○
賠
①
口
び
p
歪
ゆ
σ
q
跳
の
｝
氏
び
①
び
¢
p
σ
q
伽
窪

図
Φ
嬬
α
q
δ
⇔
）
さ
ら
に
ま
た
、
恐
ら
く
は
、
そ
う
い
う
ブ
ル
ソ
ナ
ー
や
バ
ル
ト
の
精
神
を
継
承
し
た
ボ
ソ
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
キ
リ
ス
ト
撒
の
非

宗
教
的
解
釈
と
い
う
も
の
が
提
唱
さ
れ
る
こ
と
に
一
種
の
必
然
的
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
場
合
、
周
知

の
よ
う
に
、
葬
宗
教
性
（
菊
Φ
贈
駐
。
冨
ざ
ω
一
α
q
押
Φ
ぱ
）
と
い
う
こ
と
が
、
む
し
ろ
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
宗
教
的
な
意
昧
で
の
神
を
見
失
っ
た
世
界
が
、
実
は
、
成
人
し
た
世
界
（
握
含
焦
σ
q
α
q
⑦
譲
。
鼠
Φ
⇔
Φ
芝
惹
け
）
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
に
と
っ
て
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
う
い
っ
た
世
界
の
な
か
で
、
真
摯
に
生
き
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
的
意
味
を
も
つ
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
　
「
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
誠
実
で
は
あ
り
得
な
い
。
　
〈
た
と
え
神
い
ま
し
給
わ
ず
と

も
〉
（
㊦
峠
o
o
陣
　
儀
⑦
¢
ω
　
昌
O
瓢
　

伍
9
H
Φ
酔
信
H
）
こ
の
世
の
な
か
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
。
し
か
も
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
を
わ
れ

わ
れ
は
認
識
す
る
1
神
の
前
で
／
　
神
御
自
身
が
、
い
や
慈
な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
、
こ
う
い
つ
た
認
識
に
導
く
の
で
あ
る
。
」
（
燭
．
b
ご
。
ロ
ー

げ
α
融
①
び
≦
達
Φ
駿
欝
甘
心
§
隈
笹
H
σ
q
①
び
§
σ
q
り
b
。
霞
）
こ
れ
は
極
め
て
逆
説
的
な
信
仰
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
う
い
つ

た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
；
の
思
想
と
い
わ
ゆ
る
「
神
の
死
の
神
学
」
（
↓
ブ
8
δ
σ
Q
《
o
｛
島
①
0
8
夢
O
h
O
o
鳥
）
一
…
＜
接
睾
貯
ジ
》
露
凶
①
ざ

鑓
⇔
臼
一
開
。
下
等
を
そ
の
代
表
者
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
一
と
は
深
い
関
係
を
も
ち
、
そ
れ
は
ま
た
究
極
的
に
は
ニ
ー
チ
ェ
的
な
無

神
論
な
い
し
は
そ
の
徹
底
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
無
神
論
（
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
、
二
月
チ
闘
鶏
）
一
そ
れ
は
、
元
来
、
キ
ジ
ス
ト
教
に
対
す
る
反
対
運
動
（
O
①
α
q
Φ
筈
①
乏
の
α
q
§
σ
q
σ
葭
①
α
q
象
窪
餌
・
・

O
葺
月
々
Φ
づ
霊
ヨ
）
と
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
怒
一
、
ま
た
そ
れ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
帰
結
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、



ま
た
そ
れ
と
関
連
し
て
い
わ
ゆ
る
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
問
題
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
、
も
は
や
単
に
そ
れ
と
対
決
す
べ
き
糧
手
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
真
理
契
機
を
尊
重
し
、
且
つ
そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に
媒
介
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
論
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
神
の
死
の
神
学
」
な
る
も
の
も
、
実
は
そ
う
い
っ
た

事
情
か
ら
生
起
し
た
一
つ
の
神
学
的
現
象
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
こ
う
い
つ
た
こ
と
と
、
既
述
の
ブ
ル
ソ
ナ
ー
、
バ
ル
ト
、
ポ
ソ
ヘ
ヅ
フ
ァ
！
等
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
宗
教
と
か
宗
教
性
と
い
う
も

の
が
極
め
て
否
定
的
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
極
書
す
れ
ぽ
、
空
洞
化
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
B
を
A
に
還
元
で
き
な
い
と
か
、
B
を
A
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
わ
れ
た
こ
と
も
、
実
は
、
無
神
論
と
か
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
真
理
が
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
決
し
て
無
関
係
な
事
柄
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
も
し
宗
教
哲
学
と
い
う
も
の
が
、
既
述
の
ご
と
く
、
B
の
立
場
に
お
い
て
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
A
の

立
場
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
実
は
、
そ
の
A
そ
の
も
の
が
、
大
い
な
る
疑
問
符
に
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
予
め
膚

覚
さ
れ
な
け
れ
菰
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
う
「
？
」
と
し
て
の
A
を
追
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、

新
し
い
宗
教
哲
学
の
必
然
性
と
可
能
性
が
あ
る
。
　
「
汝
な
す
べ
き
が
故
に
な
し
得
る
」
と
い
う
カ
ン
ト
的
倫
理
の
精
神
を
表
現
す
る
定
式

を
借
用
す
る
な
ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
新
し
い
宗
教
哲
学
を
探
究
す
べ
き
が
故
に
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
得
る
背
後
に
は
、
実
は
、
「
汝
な
し
得
る
が
故
に
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
た
と
え
そ
の
具
体
的
内
容
が
、
さ
し
あ
た
り
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
な
お
予
感
と
し
て
存
す
る
に
す
ぎ
な
い

と
し
て
も
、
新
し
い
宗
教
哲
学
は
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
是
非
と
も
探
究
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
る
う
。

7

宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性

七
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⇔

　
一
体
、
宗
教
哲
学
の
立
場
・
方
法
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
哲
学
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
或
い
は
ま
た
宗
教
哲
学
的
と
は

ど
う
い
う
含
蓄
で
い
わ
れ
得
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
　
一
義
的
確
定
的
に
答
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
神
学
的
宗
教
哲
学
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
既
述
の
よ
う
に
、
神
学
と
哲
学
と
σ
問
に
、
す
く
な
く
と
も
直
接
的
に
は
桐
容
れ
な

い
対
立
が
存
し
な
が
ら
も
、
し
か
も
両
岩
が
無
媒
介
に
対
立
並
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
両
替
が
媒
介

さ
れ
、
す
く
な
く
と
も
土
筆
的
関
係
に
入
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
本
武
之
助
氏
は
、
「
…
…
そ
こ
で
囁

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
i
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
宗
教
哲
学
的
思
想
と
よ
び

う
る
と
お
も
う
」
（
前
掲
『
哲
学
と
神
学
の
対
話
』
の
「
は
し
が
き
」
参
照
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
考
え
に
私
も
異
存
は
な
い
。

ま
た
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
い
え
ば
、
例
え
ば
、
哲
学
と
神
学
或
い
は
実
存
的
問
い
（
o
嵐
。
。
3
5
楽
園
ρ
麟
①
の
銘
。
⇒
）
と
啓
示
の
答
え
（
お
く
飢
曽

ユ
8
農
。
一
回
霧
毒
角
）
の
相
関
を
そ
の
方
法
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
『
組
織
神
学
』
（
ω
鴇
由
仁
餌
萬
。
↓
げ
Φ
o
δ
σ
q
《
。
。

〈
o
δ
）
が
、
極
め
て
宗
教
哲
学
的
な
著
作
だ
と
い
わ
れ
る
の
も
肯
か
れ
る
。
ま
た
近
来
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
の
神
学
者
た
ち
の
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
哲
学
と
の
折
衝
は
、
注
屈
す
べ
き
神
学
的
現
象
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
或
る
意
味
で
、
神
学
的
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
宗

教
哲
学
的
と
も
い
わ
る
べ
き
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
例
え
ば
、
U
2
ω
審
8
お
国
①
箆
①
σ
q
α
q
巽
¢
・
9
8
ず
8
・

δ
σ
Q
蚕
簿
α
q
．
〈
§
智
露
Φ
。
。
ζ
●
渕
。
び
ぎ
8
口
仁
．
告
げ
づ
ヒ
σ
●
O
o
げ
ρ
国
㊤
決
類
の
置
⑦
α
q
α
q
①
H
戸
群
6
冨
。
｝
o
σ
q
囲
Φ
．
ゆ
①
α
Q
ぎ
ロ
。
・
頃
◎
訴
σ
q
き
σ
Q

伽
賃
9
の
ざ
。
・
。
・
一
〇
p
げ
茜
璋
く
魯
O
興
冨
巳
2
0
濠
が
お
③
『
等
を
参
照
）

　
御
学
の
立
場
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
所
以
は
、
彼
が
、
現
代
に
お
け
る
最
も
下
れ
た
哲
学
者
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
よ
り
必
然
的
な
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
う
い
う
折
衝
の
根
祇
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

神
学
的
ロ
ゴ
ス
（
神
の
言
）
と
哲
学
的
欝
ゴ
ス
と
が
い
か
に
相
違
し
、
ま
た
い
か
に
関
係
す
る
か
と
い
う
古
く
し
て
新
し
い
問
題
が
存
す



る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
点
は
と
に
か
く
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
と
の
関
連
に
お
い

て
、
神
学
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
に
紺
す
る
折
衝
の
必
然
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
端
的
に
い
っ
て
、
「
神
の
死
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

神
学
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
そ
の
根
拠
に
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
は
、
い
わ
ゆ
る
無
神
論
者
で
も
ニ
ヒ
ジ
ス
ト
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
は
死
せ
り
」
（
O
o
簿
♂
け
8
紳
）

と
い
う
命
題
の
中
に
見
ら
れ
る
反
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
－
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
マ
ル
ク
ス

と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
反
対
運
動
（
○
①
σ
q
窪
び
①
≦
⑦
σ
q
§
σ
q
σ
q
①
σ
q
Φ
溶
鉱
霧
O
げ
居
圃
ω
↓
窪
㌶
ヨ
）
の
流
れ
の
な
か
で
と
ら
え
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
一
は
、
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
極
め
て
屈
折
さ
れ
た
形
に
お
い
て
で
は
あ
っ
て
も
、
継
承
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
思
想
の
う
ち
に
も
、
ニ
ー
チ
ェ
と
同
様
に
、
無
神
論
の
帰
結
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
終
り
ま
で
生
き
抜

く
、
或
い
は
そ
れ
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
生
え
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
彼

の
哲
学
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
真
理
を
徹
底
的
に
媒
介
し
た
哲
学
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
G
し
か
も
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
が
通
常
の

意
味
で
の
無
神
論
者
で
も
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
　
　
彼
自
身
の

出
身
と
と
も
に
　
　
の
国
①
降
。
沫
酔
が
キ
ジ
ス
ト
教
な
い
し
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
し
ぼ
し
ぽ
指
摘
さ
れ
る
点
で
あ

る
が
、
或
る
意
味
で
は
、
そ
の
N
鼻
離
嵩
坤
も
キ
リ
ス
ト
教
な
い
し
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
あ
る
と
い
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
鵠
①
達
Φ
σ
q
σ
q
Φ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
ブ
ラ
ツ
へ

¢
馨
賃
箋
①
σ
q
ω
建
場
Q
D
鷲
霧
げ
ρ
ω
．
り
①
参
照
）
例
え
ば
、
E
・
フ
ッ
ク
ス
な
ど
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
毎
号
」
を
「
神
の
言
へ
の
途
上

に
あ
る
」
（
離
暮
霧
≦
Φ
α
q
。
。
塁
ヨ
芝
。
箕
①
O
o
紳
搭
ω
）
i
尤
も
、
そ
う
い
う
フ
ッ
ク
ス
の
書
表
が
血
忌
に
当
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
が
、
さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
．
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
…
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
（
円
露
ω
↓
閃
β
o
ご
ρ
軍
費
ヨ
①
琴
環
仲
坤
ぎ

㈱
伊
ψ
Φ
b
。
－
鵡
参
照
）
し
か
し
彼
の
哲
学
の
な
か
に
、
た
と
い
神
学
的
思
想
・
用
語
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
、
類
似
的
な
も
の
、
或
い
は
神

学
的
思
惟
に
役
立
ち
得
る
も
の
が
す
く
な
く
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
以
て
漉
ち
に
神
学
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
と
を
な
ん
ら
か
の

意
味
で
融
和
的
に
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
、
結
局
両
者
の
い
ず
れ
に
村
し
て
も
不
正
を
犯
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
〔
な
お
、

9

宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性

九
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
・
用
語
が
神
学
的
思
惟
に
役
立
ち
得
る
も
の
と
し
て
、
H
・
フ
ラ
ン
ツ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。

ご
O
Φ
ω
o
駿
。
匿
副
。
ゲ
幕
罵
、
蜘
Φ
。
。
導
窪
ω
o
げ
躍
。
ゲ
Φ
昌
O
器
①
置
ω
い
田
σ
q
自
象
。
ゲ
冨
搾
¢
昌
匹
∪
魅
N
陣
Φ
自
¢
β
剛
。
。
ζ
α
σ
q
ζ
o
ゲ
券
詳
魯
尺
長
U
塁
㊦
ぎ
ω
甲

○
①
審
⇔
訂
p
伽
角
国
馨
ω
o
げ
①
賦
信
旨
σ
q
W
d
び
震
≦
貯
ら
鵡
づ
α
q
号
。
。
ω
篇
び
い
①
寮
6
ぼ
Φ
臨
・
ω
o
財
①
ヨ
暑
い
〉
幽
く
。
篤
。
げ
鋤
鑓
寮
2
傷
Φ
の
ω
①
ぎ
。
。
…
＜
①
屋
鐵
聯
阜

づ
♂
鳥
①
ω
ω
①
瞳
話
巴
。
。
○
霧
。
び
①
び
の
ジ
鐵
。
。
》
吊
出
占
守
計
麟
『
函
。
ヨ
ヨ
。
黛
N
鷹
犀
口
巻
氏
σ
q
げ
⑦
犀
鉱
。
。
飢
σ
q
㊦
馨
踏
。
げ
窪
U
舘
臥
霧
ヨ
。
仙
器
W
号
ω

ご
O
の
≦
冨
。
。
①
聯
び
濯
げ
Φ
印
－
毒
鉱
一
Φ
⇔
、
、
そ
う
い
っ
た
多
く
の
概
念
な
い
し
思
想
が
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
神
学
や
ポ
ス
ト
・
ブ
ル
ト
マ
ニ
ア
ソ
の
神
学
の

う
ち
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
H
・
フ
ラ
ン
ツ
は
、
そ
う
い
っ
た
試
み
を
折
衷
主
義
潤
匡
Φ
ζ
芭
ω
臣
蕊

と
呼
び
、
H
・
オ
ッ
ト
（
鵠
Φ
ぼ
ユ
。
げ
○
瞳
↓
》
∪
①
づ
饗
窪
¢
灘
幽
ω
①
卿
ジ
H
Φ
＄
）
の
う
ち
に
そ
う
い
う
傾
向
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
（
頴
①
囲
ヨ
9
撫
養
φ
斜
U
器
U
①
嵩
〆
の
ロ
国
魚
卵
①
σ
q
σ
q
①
膀
¢
⇒
蟻
鎌
の
↓
ゲ
①
O
囲
O
σ
q
一
①
貯
”
鵠
①
箆
Φ
α
q
α
q
㊦
冠
信
類
穀
象
Φ
6
ぴ
①
O
ぴ
σ
q
脚
ρ
げ
H
σ
q
“

〈
o
類
累
。
圖
♂
が
ω
●
b
3
お
題
参
照
）
〕

　
私
は
、
…
数
年
前
、
　
一
年
ぽ
か
り
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
折
に
、
ブ
ル
ト
吻
、
ソ
お
よ
び
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
圃
教
授
を
訪
問
し
て
親
し
く
話

を
き
く
機
会
を
得
た
が
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
も
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
内
面
的
に
結
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
し

て
極
め
て
懐
疑
的
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
も
ま
た
神
学
者
た
ち
の
そ
う
い
う
企
図
に
対
し
て
、
極
め
て
冷
淡
で
あ
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
要
す
る
に
、
Φ
鑓
爆
ぴ
魯
の
道
と
O
⑦
葬
霧
の
道
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
つ
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
か
つ
て
、
有
の
真
理
を
問
う
問
い
は
「
思
惟
の
敬
慶
」
（
学
α
旨
巨
α
q
ぎ
溶
山
①
。
。
U
Φ
葵
窪
。
。
）
で
あ
る
と
述
べ
た

が
（
U
ぼ
凋
鑓
α
q
①
髭
。
げ
岱
㊤
目
①
。
ぎ
卿
犀
貯
〈
g
怠
似
σ
q
①
¢
滋
〉
隷
の
藻
N
Φ
ω
・
麟
）
そ
う
い
う
思
惟
の
道
に
お
け
る
敬
慶
と
信
仰
の
道

に
お
け
る
敬
塵
と
は
、
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
も
ち
得
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
全
く
異
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
よ
う
な
Φ
蝕
ω
審
謎
鳳
鉱
（
℃
げ
出
。
ω
○
℃
窪
。
巴
）
ρ
ロ
Φ
ω
鉱
○
昌
と
捲
く
Φ
一
卑

賦
。
づ
巴
9
霧
≦
霧
の
8
疑
惑
⇔
銘
。
⇔
と
い
う
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
哲
学
と
神
学
と
の
閾
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
も

極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
を
訪
問
し
た
際
に
彼
が
語
っ
た
こ
と
で
、
非
常
に
印
象
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に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
、
哲
学
と
神
学
、
∪
魯
げ
①
づ
と
○
㌶
¢
げ
窪
の
異
質
性
を
強
調
し
、
前
述
の
ご
と
き
意
味

で
の
折
衷
主
義
国
匡
Φ
寮
岡
N
凶
ω
三
主
を
斥
け
な
が
ら
、
し
か
も
、
自
分
の
哲
学
が
、
恐
ら
く
は
、
神
学
の
立
場
の
自
己
反
省
を
促
し
、
そ

れ
の
在
所
を
「
照
ら
し
」
（
Φ
吋
一
Φ
β
O
び
峠
①
】
P
）
得
る
で
も
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
事
実
、

神
学
自
身
の
自
己
反
省
に
も
と
づ
い
て
、
例
え
ば
竃
①
鐙
勺
げ
誘
弾
と
し
て
の
神
学
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
○
簿
9
臼
ゲ
の
。
囲
。
α
q
δ
と
い
う
も
の

が
今
や
克
服
さ
る
べ
き
過
去
的
な
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
い
わ
ゆ
る
「
主
観
・
客
観
図
式
の
超

克
」
（
q
び
鶏
馬
鍬
§
σ
q
画
Φ
。
・
ω
昌
冨
写
○
幕
葬
ω
島
Φ
日
劇
ω
）
が
神
学
的
思
惟
自
体
の
真
蟄
な
諜
題
と
し
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
事
実
に
徴
し
て
も
、
現
に
生
起
し
つ
つ
あ
る
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
H
・
フ
ラ
ン
ツ
は
、
「
形

而
上
学
は
神
学
の
過
去
で
あ
り
、
な
い
し
は
、
神
学
の
過
表
は
形
而
上
学
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
て
い
る
が
、
思
う
に
、
過
去

的
な
も
の
と
し
て
克
服
さ
る
べ
き
形
而
上
学
と
し
て
の
神
学
は
、
単
に
中
世
的
な
ス
認
ラ
的
○
導
◎
白
げ
Φ
○
δ
ぴ
q
冨
に
つ
い
て
妥
製
す
る
の

み
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
近
代
の
形
而
上
学
な
い
し
は
主
体
性
の
形
而
上
学
と
内
的
に
結
合
し
た
近
代
神
学
に
つ
い
て
も

妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
に
述
べ
た
「
宗
教
主
義
扁
（
夘
⑦
ζ
α
q
一
〇
臨
ω
ヨ
器
）
と
か
、
ア
プ
リ
オ
リ
な

「
人
間
の
宗
教
性
」
（
湘
⑱
罵
σ
q
凶
o
q
。
搾
簿
鳥
海
鷺
窪
。
。
。
ゲ
窪
）
等
を
前
提
す
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
把
握
の
仕
方
も
、
近
代
的
形
而
上
学
な
い

し
は
主
体
性
の
形
而
上
学
と
内
画
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
点
に
鑑
み
、
「
宗
教
の
止
揚
と
し
て
の
神
の
啓

示
し
（
O
o
簿
の
ω
○
財
宝
ぴ
⇔
讐
魏
α
q
巴
。
。
〉
不
仁
の
窪
昌
σ
q
鳥
撃
閃
Φ
目
α
q
δ
瓢
）
に
つ
い
て
語
る
バ
ル
ト
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
が
志
向
す
る
と
こ
ろ

を
同
じ
う
す
る
点
を
見
出
す
こ
と
も
、
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
前
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
二
！
チ
ェ
を
継
承
す
る
反
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、

O
ξ
置
富
屋
β
ヨ
ー
教
会
制
度
と
か
、
教
義
と
か
、
信
条
と
い
う
も
の
に
制
約
さ
れ
た
歴
史
的
現
象
と
し
て
の
O
ぽ
陣
ω
富
艮
仁
ヨ
…
1
に

紺
し
て
極
め
て
否
定
的
批
判
的
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
O
ゲ
蔚
籠
。
ゲ
ぎ
躍
　
な
い
し
は
、
真
の
　
o
謎
圃
。
。
蕪
。
ゴ
の
ω
ピ
①
げ
窪

と
い
う
も
の
を
敬
重
し
て
い
る
点
も
君
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
く
び
q
剛
・
国
。
貯
ミ
Φ
σ
q
ρ
Q
o
．
b
。
O
b
。
こ
す
な
わ
ち
、
純
粋
に
新
約
悪
書
的
神

　
　
　
　
宗
教
哲
学
の
薪
し
い
可
能
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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訟

経
験
と
神
智
示
に
も
と
づ
い
て
儒
禽
鳥
に
遂
行
さ
れ
る
○
げ
基
幹
。
疑
犀
Φ
詳
と
例
え
ば
ス
ヨ
フ
神
学
を
モ
デ
ル
と
す
る
よ
う
な
一
ま
た

歴
史
的
∵
世
俗
的
・
政
治
的
・
権
力
的
機
構
と
し
て
の
！
…
l
O
げ
鳳
鴇
Φ
口
ε
導
と
は
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
神
学
主
義
、
な
い
し
は
形
而
上
学
と
し
て
の
神
学
が
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
と
根
関

的
な
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
恐
ら
く
、
そ
こ
に
は
、
い
わ
ぽ
、
B
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
そ
の
B
的
性
格
に
徹
す
べ

き
で
あ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
そ
の
B
的
性
格
を
も
突
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
う
い
う
方
向
に
お
い
て
こ
そ
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
ま
や
「
？
」
（
疑
問
符
）
に
化
し

た
A
、
し
か
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
現
在
に
お
い
て
は
な
お
不
可
視
的
な
A
I
一
か
つ
て
自
明
的
な
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ

て
い
た
よ
う
な
A
で
は
な
く
て
ー
ー
を
追
求
し
う
べ
き
生
命
的
な
地
盤
と
い
う
も
の
が
開
か
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
お
れ
る
。
な
お
、

私
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
か
つ
て
や
や
詳
細
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
著
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
第
五
章
参
照
）

キ
ジ
ス
ト
教
神
秘
主
義
、
な
か
ん
ず
く
新
約
聖
書
的
神
秘
主
義
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
若
干
君
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
新
約

聖
書
的
神
秘
主
義
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神
学
主
義
し
（
6
げ
⑦
o
δ
σ
q
『
ヨ
蕊
）
i
そ
こ
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
宗
教
哲
学
の
可
能
性
は
閉
ざ
さ

れ
ざ
る
を
え
な
い
一
1
を
媒
介
し
貫
徹
せ
し
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
突
破
す
る
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
哲
学
の
新
し

い
可
能
性
に
対
し
て
も
道
を
備
え
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
私
の
ブ
ル
ト
マ
ソ
神
学
に
対
す
る
聞
い
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
要
点
は
、
ブ
ル

ト
マ
ソ
神
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
非
神
話
化
」
（
穿
ぎ
讐
ぎ
δ
窪
Q
陣
。
。
騨
ω
毎
毎
）
が
、
い
わ
ぽ
、
「
非
神
秘
化
」
（
国
三
ヨ
団
繋
薮
ω
一
2
露
σ
q
）

を
帰
結
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
し
か
も
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
、
事
志
に
反
し
て
、
新
約
聖
書
的
ケ
ー
リ
ュ
グ
マ
が
そ
こ

か
ら
由
来
し
て
い
る
根
源
的
現
実
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
提
唱
す

る
「
非
神
話
化
」
に
対
し
て
は
、
お
よ
そ
、
二
つ
の
相
反
す
る
見
地
か
ら
す
る
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
ω
は
、
い
わ
ば

伝
統
的
な
神
学
的
見
地
か
ら
提
示
さ
れ
る
疑
問
で
あ
り
、
②
は
、
反
対
に
、
い
わ
ば
、
哲
学
的
な
見
地
か
ら
提
示
さ
れ
る
疑
問
で
あ
る
。



ユ3

す
な
わ
ち
、
ω
「
非
神
話
化
」
の
徹
底
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
不
可
避
的
に
当
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
「
亡
き
」
i
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト

教
に
お
け
る
い
わ
ぽ
最
も
B
的
な
も
の
の
徴
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
一
を
消
失
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
賢
き
を
克

服
す
る
も
の
は
信
仰
以
外
に
な
い
。
し
か
る
に
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
知
性
の
犠
牲
」
（
器
o
H
茜
。
ご
ヨ
冒
8
滞
。
露
。
。
）
を
排
し

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
実
存
論
的
解
釈
は
、
儒
仰
が
理
解
に
媒
介
さ
れ
、
「
信
仰
の
理
解
」
（
（
甲
一
⇔
信
ぴ
Φ
づ
ω
〈
Φ
同
ω
け
⑳
げ
の
”
）
と
な
る
こ
と
を
要
求

す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
器
自
酪
。
鉾
筥
凶
簑
①
浄
。
露
ω
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
に
腰
き
を
克
服
す
る
信

仰
－
例
え
ば
、
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
の
信
仰
、
復
活
信
仰
等
一
は
、
。
・
帥
。
汰
濠
鍵
陰
陰
け
蹉
Φ
。
露
。
。
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
②
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
、
ω
o
臼
巳
。
ご
ヨ
汐
邑
擶
。
露
ω
を
排
す
と
い
い
な
が
ら
、
な
お
そ
の
点
に
お
い
て
は
不
徹
底
で
あ
る
。
非
神
話

化
は
、
信
仰
に
と
っ
て
非
本
質
的
な
黒
き
を
取
除
き
、
本
質
的
な
覆
き
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
結
局
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
の

み
克
服
さ
れ
る
一
つ
ま
り
「
理
解
」
に
媒
介
さ
れ
な
い
儒
仰
に
よ
っ
て
の
み
克
服
さ
れ
る
…
本
質
的
な
多
き
を
保
存
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
非
神
羅
化
は
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
自
身
の
主
張
を
裏
切
っ
て
、
徹
底
的
笥
全
面
的
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
不
徹
底
・

部
分
的
な
も
の
に
終
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
な
縮
反
す
る
見
地
か
ら
提
示
さ
れ
る
疑
問
は
、
要
す
る
に
、
ω
は
、
非
神
話
化
の
行
き
す
ぎ
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

②
は
、
反
対
に
、
非
神
話
化
の
不
徹
底
・
不
貫
徹
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
性
格
を
も
っ
た
疑
問
が
、
極
め
て
真
摯
に
、
投
げ
か
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
実
は
ブ
ル
ト
マ
ソ
神
学

自
体
の
う
ち
に
内
包
さ
れ
る
問
題
が
あ
り
、
ま
た
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
の
根
抵

に
は
、
恐
ら
く
は
、
新
約
召
書
の
非
神
話
化
の
必
然
性
と
と
も
に
、
新
約
聖
書
に
お
け
る
神
話
論
の
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
考
え
に
傾
聴
す
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
、
す
な

わ
ち
、
例
え
ば
、
神
話
的
表
現
な
る
も
の
が
、
宗
教
に
と
っ
て
不
可
欠
な
必
然
的
思
惟
形
式
で
あ
る
と
す
る
考
え
や
、
神
詣
に
お
け
る
象

徴
性
の
も
つ
意
味
を
重
視
す
る
考
え
〔
例
え
ば
、
R
・
ヨ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
神
話
は
、
文
字
通
り
に
理
解
さ
れ
る
な

　
　
　
　
宗
教
誓
学
の
新
し
い
可
能
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
三
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ら
ぽ
、
最
も
粗
野
な
客
観
化
で
あ
る
。
神
謡
は
、
比
喩
的
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
最
も
洗
練
さ
れ
た
客
観
化
で
あ
る
。
神
詣
は
、
象
徴

的
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
て
い
る
鏡
で
あ
る
L
（
＜
σ
q
ド
。
や
。
気
切
Φ
箆
①
σ
q
σ
q
重
信
p
窪
蝕
Φ
同
ぴ
Φ
o
・

8
α
q
5
ω
り
。
。
麟
O
な
お
、
第
一
コ
リ
ン
ト
＝
ニ
ノ
一
二
参
照
）
〕
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
到
底
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
真
実
が
あ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
9

　
わ
れ
わ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
な
問
題
性
な
い
し
は
デ
ィ
レ
ン
マ
を
究
極
的
に
打
開
す
る
も
の
と
し
て
信
仰
神
秘
主
義
と
い
う
も
の
を
考

え
う
る
で
あ
ろ
う
。
い
な
、
そ
れ
は
使
徒
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
、
現
実
に
生
き
ら
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
非
神

話
化
論
が
上
述
の
よ
う
な
デ
ィ
レ
ン
マ
を
打
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
「
非
神
詣
化
」

が
「
非
神
秘
化
」
を
帰
結
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
信
仰
神
秘
主
義
は
、
い
わ
ぽ
ブ
ル
ト
リ
、
ン
以
上
に
非
神

話
化
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
鷹
き
を
消
失
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
に
真
鯉
に
当
颪

せ
し
め
る
。
し
か
も
、
そ
の
蹟
き
を
、
信
仰
即
知
性
の
犠
牲
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
は
な
く
、
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
し
（
ぎ
O
ぼ
｝
ω
8
）
、

い
い
か
え
れ
ば
、
「
キ
ジ
ス
ト
と
の
生
の
共
同
…
十
字
架
の
死
の
共
同
を
と
お
し
て
の
一
に
お
い
て
突
破
せ
し
め
る
。
そ
れ
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
主
知
主
義
の
立
場
に
お
い
て
で
は
な
い
が
、
し
か
も
、
単
な
る
「
知
性
の
犠
牲
」
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
恐
ら
く

は
、
そ
こ
に
い
わ
ぽ
知
性
の
死
一
復
活
が
行
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
儒
仰
神
秘
主
義
は
、
A
・
ダ
イ
ス
マ
ソ
に
よ
れ
ぽ
、
い
わ
ゆ
る
「
合
一
神
秘
主
義
」
（
¢
鉱
。
－
竃
《
ω
臨
犀
）
で
は
な
く
「
交
わ
り
の
神
秘
主

義
」
（
8
ヨ
導
巖
艮
。
山
≦
器
蜘
騨
）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
は
極
め
て
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
が

（
前
掲
拙
著
第
五
章
参
照
）
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
考
え
る
な
ら
ぽ
、
「
合
一
神
秘
主
義
」
と
「
交
わ
り
の
神
秘
主
義
」
と
を
峻
別
す
る
こ

と
に
も
か
な
り
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
交
わ
り
の
神
秘
主
義
」
を
排
す
る
「
合
一
神
秘
主
義
」
は
、
信
仰
神
秘
主
義
の
名
に
値
し
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
信
三
〇
に
基
底
さ
れ
ず
、
ま
た
§
δ
を
目
指
さ
な
い
8
ヨ
ヨ
琶
δ
も
存
し
な
い
と
い

い
う
る
で
あ
ろ
う
。
儒
仰
神
秘
主
義
は
、
む
し
ろ
、
瓢
三
9
8
ヨ
言
霊
鉱
。
・
竃
撰
什
葵
と
し
て
規
定
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。



　
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
信
仰
神
秘
主
義
は
、
B
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
B
的
性
格
を
徹
底
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
神
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ロ
ネ
ソ

主
義
を
超
克
し
て
、
「
お
ぼ
ろ
に
見
る
」
こ
と
を
と
お
し
て
予
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
A
に
つ
な
が
ら
し
め
る
よ
う
な
性
格
を
も
つ
と
い
い
う

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
A
の
立
場
は
、
も
は
や
、
自
己
栄
化
的
な
い
し
は
、
体
験
内
在
的
神
秘
主
義
（
ω
Φ
毎
ω
蔚
窪
岳
。
ゲ
Φ
o
伽
Φ
H
㊦
撃

融
ぴ
養
質
σ
Q
玖
韓
ヨ
き
Φ
葺
①
竃
矯
ω
叶
鱒
）
に
つ
な
が
る
よ
う
な
A
の
立
場
（
例
え
ば
、
シ
ェ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
）
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か

し
、
前
述
の
よ
う
に
、
い
ま
や
「
？
」
（
疑
問
符
）
と
化
し
た
A
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
在
に
お
い
て
は
な
お
不
可
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヨ
　
ソ

的
な
A
、
し
か
も
ま
た
予
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
A
、
し
た
が
っ
て
新
し
い
宗
教
哲
学
の
可
能
性
の
根
抵
に
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
す

で
に
A
的
な
ヨ
釜
紳
置
。
げ
＄
ピ
①
ぴ
Φ
昌
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⇔

　
元
来
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
典
型
的
に
伝
道
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
場
含
、
概
し
て
い
え
ぽ
、
キ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

教
以
外
の
諸
宗
教
は
、
い
わ
ゆ
る
異
教
（
甲
圃
⑦
一
匹
Φ
口
捗
偉
ヨ
）
と
し
て
、
折
伏
す
べ
き
対
象
と
し
て
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
（
山
ち
霧
。
ゲ
臨
。
・
藻
。
げ
①
男
臼
一
α
Q
馳
8
魯
）
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ

て
「
汝
」
（
O
熔
）
で
は
な
く
て
、
「
そ
れ
」
（
国
ω
）
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
あ
る
べ
き

姿
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
に
立
っ
て
も
、
例
え
ば
仏
教
と
い
う
宗
教
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
「
草
し
と
い
う
意
味
を
も
つ
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
宗
教
と
の
出
会
い
に
も
、
人
格
的
遡
遁
と
全
く
類
比
的
な
も
の
が
存
す
る
と
い
い
う
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
を
一
般
宗
教
史
（
⇔
娯
ぴ
q
①
資
①
ぎ
Φ
ヵ
の
認
σ
q
ご
昌
ω
σ
q
＄
o
露
。
げ
富
）
の
中
に
編
入

し
て
考
え
、
或
い
は
そ
れ
ら
を
宗
教
性
A
の
諸
表
現
と
し
て
見
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
、
例

え
ば
仏
教
を
も
B
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
な
B
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
汝
」

と
し
て
出
会
わ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
宗
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
に
B
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
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で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
恐
ら
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
宗
教
が
、
い
わ
ば
敬
鼠
、
瑞
…
…
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
で
も
あ
ろ

う
。　

か
く
て
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
間
に
も
、
我
と
汝
と
い
う
人
格
的
関
係
に
類
比
的
な
関
係
が
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
諸
宗
教
の
間
の
関
係
を
、
実
証
的
に
外
か
ら
観
察
し
た
り
、
或
い
は
思
弁
的
に
考
察
す
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
は
な
く
、

よ
り
具
体
的
に
、
我
－
汝
関
係
に
類
比
的
な
形
に
お
い
て
、
特
に
「
対
藷
し
（
O
戴
。
σ
q
）
を
通
じ
て
、
糊
互
理
解
と
網
互
批
判
を
遂
行
し
、

互
い
に
謙
虚
に
学
び
合
う
と
と
も
に
、
自
己
反
省
な
い
し
は
自
己
理
解
を
深
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
そ
う
い
う
過
程
を
通
じ
て
、
他
宗
教
に
対
す
る
伝
道
と
い
う
こ
と
も
、
お
の
ず
か
ら
行
な
わ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
諸
宗
教
閥
の
真
の
協
同
と
い
う
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
実

記
的
な
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
学
問
上
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
た
な
宗
教
哲
学
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
可
能
的
な
揚
は
、

諸
宗
教
間
の
我
－
汝
関
係
に
類
比
的
な
実
存
的
な
交
わ
り
の
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
私
は
、
今
日
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
間
に
、
我
一
嘗
関
係
に
ふ
さ
わ
し
い
「
愚
慮
」
（
U
芭
。
σ
q
o
ω
）

が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
、
仏
教
が
日
本
の
思
想
・
文
化
の
伝
統

を
形
成
す
る
上
に
重
要
な
役
割
を
果
し
、
日
本
の
精
神
的
風
土
に
土
着
化
し
た
宗
教
と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
宗
教
で
あ
る
か
ら
で
あ

り
、
さ
ら
に
第
二
に
は
、
仏
教
（
特
に
禅
）
が
、
い
わ
ば
無
神
論
的
寒
教
と
し
て
、
い
わ
解
る
哲
学
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
も
、

そ
れ
を
く
ぐ
り
抜
け
な
が
ら
そ
れ
を
止
揚
し
う
る
よ
う
な
「
空
」
の
原
理
に
立
脚
す
る
独
自
の
宗
教
的
性
格
を
具
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
、
B
↓
A
（
た
だ
し
、
い
ま
や
疑
問
符
と
化
し
た
A
、
以
下
A
（
？
）
と
記
す
）
の
方
向
が
包
蔵
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
と
の
U
帥
巴
○
σ
q
o
。
。
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
A
（
？
）
と
し
て
の
宗
教
哲
学
の

立
場
は
開
か
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
す
ら
思
わ
れ
る
。

　
お
よ
そ
我
！
寄
寄
係
の
根
砥
に
は
、
両
者
が
ど
こ
ま
で
も
営
巴
。
α
q
o
ω
を
と
お
し
て
、
い
よ
い
よ
そ
れ
自
身
と
な
る
方
向
、
い
わ
ぽ
B



が
ど
こ
ま
で
も
B
と
な
る
方
向
が
含
ま
れ
て
い
る
と
笠
雲
に
、
そ
れ
を
と
お
し
て
A
（
？
）
へ
と
い
う
方
向
が
ま
た
不
可
避
的
に
含
ま
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
い
な
む
し
ろ
、
そ
こ
〔
A
（
？
）
〕
か
ら
践
と
a
、
と
の
対
詣
が
可
能
と
な
る
と
と
も
に
、
不
断
に
、
そ
こ
か
ら
出
て
そ
こ
へ

と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
膿
巴
。
ぴ
Q
o
の
の
根
抵
に
は
、
不
可
測
な
鵠
。
活
。
δ
ひ
q
o
。
・
が
あ
り
、

我
と
汝
と
の
絶
紺
矛
盾
的
霞
己
同
一
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
不
可
測
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
そ
の
よ

う
な
類
。
露
。
δ
ぴ
q
富
は
、
U
琶
。
ぴ
q
o
ω
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
の
媒
介
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
人
格
と
人
格
と

の
真
の
「
対
話
扁
が
成
り
立
つ
根
抵
に
は
、
ロ
．
コ
ス
の
媒
介
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
真
の
対
話
も
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
A
（
？
）
が
追
求
さ
れ
る
と
い
う
と
き
も
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
れ
は
明
断
判
明
な
言
葉
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ネ
ソ

そ
し
て
ま
た
し
ば
し
ぼ
単
に
予
感
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
象
徴
的
な
雷
葉
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
そ
の
ロ
ゴ
ス
化
を
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
し
て
ま
た
恐
ら
く
は
追
求
し
う
る
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
宗
教
哲
学
の
必
然
性

と
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
蛇
足
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
決
し
て
い
わ
ゆ
る
シ
ソ
ク
レ

テ
ィ
ズ
ム
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ぽ
、
万
教
帰
一
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
前
提
し
た
り
所
期
し
た
り
す
る
も
の
で
も
な
い
。

と
い
う
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
B
が
ど
こ
ま
で
も
B
と
な
る
と
い
う
方
向
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
包
蔵

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
方
向
へ
の
徹
底
を
媒
介
し
つ
つ
、
A
（
？
）
が
追
求
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
さ
れ

う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
A
（
？
）
の
追
求
と
し
て
の
宗
教
哲
学
は
、
キ
ジ
ス
ト
教
的
立
場
か
ら
い
え
ぽ
、
い
わ
ゆ
る
神
学
馬
長
教
哲
学
と

い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
そ
し
て
同
様
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
仏
教
の
立
場
か
ら
す
る
宗
教
哲
学
に
つ
い
て
も
妥
当
す

る
で
あ
ろ
う
。
）
し
か
し
そ
こ
に
、
神
学
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
趨
え
る
モ
メ
ン
ト
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
意
味
で
の
宗
教
性
A
と
し
て
の
A

と
、
わ
れ
わ
れ
が
新
た
に
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
A
（
？
）
と
が
、
原
理
的
に
異
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
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一
八

う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
両
者
が
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
教
性
そ
の
も
の
、
或
い
は
A
そ
の
も
の
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
依
然
と
し
て
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
や
問
題
は
、
A
が
も
は
や
積
極
的
な
（
℃
o
ω
岡
江
く
）

あ
る
も
の
（
Φ
け
甫
鋤
ω
　
ω
Φ
一
①
一
ρ
山
①
ω
）
と
し
て
措
定
さ
れ
え
ず
、
「
？
」
（
疑
問
符
）
と
化
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
A
（
？
）
と
い
え
ど
も
、

依
然
と
し
て
A
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
全
く
空
酒
に
帰
す
る
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
A
は
B
の
否
定
を
媒
介
し
て
、

な
ん
ら
か
の
意
味
で
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
キ

リ
ス
ト
教
的
逆
説
的
信
仰
と
し
て
の
宗
教
性
B
に
対
し
て
、
宗
教
性
A
は
、
人
間
の
普
遍
的
宗
教
心
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
の
A
が
B
の
否
定
を
媒
介
し
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
A
（
？
）
が
追
求
さ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
は
必
ず
し
も
別
の
事
柄
で
は
な
い
。
し
か
し
A
が
い
ま
や
疑
問
符
と
化
し
た
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
い
わ
ば
「
有
」

と
し
て
の
宗
教
心
を
積
極
的
に
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
は
、
た

だ
ち
に
、
無
宗
教
心
が
、
人
間
の
本
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、
い
わ
ん
や
、
そ
れ
が
賞
揚
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
無
神
論
と
か
、
な
い
し
は
そ
の
究
極
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
含
ま
れ

る
真
理
契
機
は
充
分
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
近
代
の
無
神
論
な
い
し
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
B
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て

排
除
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
も
、
自
ら
の
新
し
い
展
開
へ
の
媒
介
と
し
て
受
取
ら
る
べ
き
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
無
神
論
な
い
し
ニ
ヒ
ジ
ズ
ム
の
真
理
を
深
く
認
識
し
、
そ
れ
に
徹
底
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
同
時
に
、
し
か
も
そ
れ
を
克
服

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
方
向
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
も
必
然
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
新
し
い
展
開
に
お
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
恐
ら
く
、
東
洋
的
な
無
の
宗
教
と
の
出
会
い
を
経
験
し
、
ま
た
そ
れ
と
の
対
話
的
な
関
係
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
（
な
お
、
西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
四
三
頁
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
れ
で
は
、
い
ま
や
疑
問
符
化
し
た
A
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
有
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
わ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ぼ
、
無
い
こ
と
に
お
い
て
有
る
と
い
う
よ
う
な
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
性
に
内
在
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蛉
な
、
い
わ
ゆ
る
際
自
然
的
素
質
」
（
乞
簿
霞
Φ
紘
9
σ
q
Φ
）
と
し
て
の
宗
教
心
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
の
裏
返
し
で
あ
る
と
と
も
に
そ
れ
と
結
合
す

る
「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
し
（
山
舘
菊
①
躍
α
q
δ
ω
①
》
讐
一
〇
甑
）
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
、
全
く
疑
問
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
宗
教
と
は
不
信
仰
で
あ
る
」
と
い
う
バ
ル
ト
に
し
て
も
、
世
俗
化
さ
れ
た
三
界
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
人
間
の
「
成
人
吊
し
（
鼠
ぎ
象
鱒

犀
Φ
諦
）
を
認
め
る
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
、
い
わ
ゆ
る
無
宗
教
心
を
手
放
し
で
肯
定
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

た
し
か
に
、
B
の
「
根
拠
」
（
○
讐
a
）
と
し
て
の
A
自
体
が
「
無
根
拠
」
（
α
q
讐
昌
巳
。
ω
）
に
な
っ
て
い
る
。
か
く
て
、
特
殊
啓
示
に
穀
す

る
「
一
般
啓
示
」
（
巴
σ
q
の
ヨ
Φ
曽
①
○
題
霧
げ
写
録
ぴ
q
）
と
か
「
原
啓
示
」
（
¢
8
鎗
霧
審
霊
祠
σ
q
）
と
い
う
も
の
も
前
提
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
（
特
に
バ
ル
ト
）
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
積
極
的
な
「
所
有
し
（
ゆ
①
の
圃
S
と
し
て
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
消
極

的
な
「
需
め
」
　
（
じ
d
①
鳥
⇔
臥
）
と
し
て
の
宗
教
心
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
真
の
宗
教
心
の
所
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
汝
は
わ
れ
ら
を
汝
に
向
け
て
造
り
た
も
う
た
。
か
く
て
、
わ
れ
ら
の
魂
は
、
汝
の
う
ち
に
安
ら
う
ま

で
は
、
安
き
を
え
な
い
」
と
い
う
場
合
の
「
不
安
」
（
一
二
三
①
欝
誌
P
α
ロ
建
げ
ρ
》
嵩
σ
q
ω
紳
）
の
な
か
に
紛
れ
も
な
く
働
い
て
い
る
よ
う
な

宗
教
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
、
極
め
て
人
間
的
な
も
の
と
、
極
め
て
神
学
的
な
も
の
と
の
逆
対
応
的
接
点
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
接
点
を
、
仮
り
に
、
人
間
学
的
観
点
か
ら
、
「
人
間
の
禽
然
的
素
質
」
（
窯
鶴
貯
鎚
巳
ゆ
σ
q
Φ
自
＄
ζ
o
停

。・

ｩ
①
口
）
と
呼
ぼ
う
と
欲
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
角
然
的
素
質
」
の
否
定
と
し
て
の
慮
然
的
素
質
で
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
Q
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
「
主
家
関
」
四
十
八
則
中
の
第
一
則
を
想
起
す
る
こ
と
も
無
益
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い

わ
ゆ
る
「
趙
州
狗
子
」
の
公
案
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ニ
フ
ニ
テ
ヤ
　

タ
ヤ
ク

　
趙
州
瀦
尚
因
僧
問
狗
子
下
有
二
仏
性
一
也
無
州
云
無
　
こ
の
僧
の
長
子
に
仏
性
有
り
や
、
そ
れ
と
も
無
し
や
と
い
う
趙
州
和
尚
に
対
す
る

問
い
は
、
翻
っ
て
自
己
身
上
の
事
柄
と
し
て
は
、
実
は
、
「
わ
た
く
し
如
き
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
、
狗
に
も
似
た
る
浅
間
し
き
も
の
に
も
仏
性

が
有
り
ま
す
か
如
何
で
す
扁
と
い
う
こ
と
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
、
と
い
わ
れ
る
。
　
（
山
田
無
文
「
無
門
々
解
説
」
十
二
頁
参
照
）
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

対
す
る
趙
州
の
答
は
「
無
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
　
「
無
事
関
」
の
箸
田
無
門
心
算
の
説
示
に
よ
る
な
ら
ぽ
、
「
将
禰
二
幅
百
六
十
骨
導
八

　
　
　
　
宗
教
哲
学
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新
し
い
可
能
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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暫
学
研
究
　
第
五
菖
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
セ
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

万
四
千
毫
籔
一
通
身
起
二
箇
疑
団
一
参
二
箇
無
字
一
昼
夜
提
漸
莫
7
作
二
審
無
会
一
舐
ノ
作
詩
有
無
会
こ
で
あ
り
、
そ
の
「
頒
」
に
よ
れ
ば
、
「
狗
子

　
　
　
　
　
　
　
カ
ニ
　
　
ン
ワ
ハ
　
　
　
　
　
ヌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ソ

仏
性
　
西
京
正
令
緩
渉
二
有
無
一
親
身
失
命
」
と
い
わ
れ
る
。
「
虚
無
の
会
を
な
す
な
か
れ
、
有
無
の
会
を
な
す
な
か
れ
扁
と
い
う
こ
と

は
、
こ
こ
に
問
わ
れ
て
い
る
仏
性
の
有
無
に
対
し
て
、
虚
無
の
無
と
解
す
る
こ
と
も
、
有
無
の
無
と
解
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
も
と
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
「
宗
教
心
」
（
A
）
と
い
う
こ
と
と
、
こ
こ
で
そ
の
有
無
が
問
わ
れ
て
い
る
「
仏
性
」

と
い
う
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
同
様
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
お
よ
そ
ま
た
問
題
次
元
を
異
に
す
る
と
い
わ

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
極
め
て
類
比
的
な
事
態
を
看
取
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
い
う
も
の
を
措
定
し
た
り
、
或
い
は
ま
た
、
人
間
の
自
然
的
素

質
と
し
て
の
「
宗
教
心
」
に
つ
い
て
、
そ
の
有
無
を
あ
げ
つ
ら
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
声
門
墨
形
の
「
虚
無
の
会
を
な
す
か
れ
、

有
無
の
会
を
な
す
な
か
れ
」
と
い
う
命
法
が
妥
当
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
緩
か
に
有
無
に
垂
れ
ぽ
喪
心
失
命
せ
ん
」
と
い
う
の
は
、
或
い

は
お
う
げ
さ
な
表
現
と
み
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
閥
の
宗
教
心
の
有
無
を
論
じ
、
或
い
は
そ
の
所
在
を
問
う
と
い
う
こ

と
は
軽
々
に
論
ず
べ
か
ら
ざ
る
、
入
間
存
在
そ
の
も
の
に
と
っ
て
真
に
危
機
的
な
問
題
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
設
問
を
圃
避
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
仏
器
偏
に
つ
い
て
、
「
虚
無

の
会
を
な
す
な
か
れ
、
有
無
の
会
を
な
す
な
か
れ
」
と
い
わ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
心
」
も
、
も
は
や
単
に
人
事
性
に
内
在
的
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
な
る
も
の
が
超
越
的
規
範
的
に
人
間
性
を
制
約
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
安
易
に
前
提
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
単
に
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
に
と
ど
ま
る
の
み
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
人
間
に
お
け
る
「
宗
教
心
」
の
所
在
は
、
単
に
内
在

的
で
も
な
く
、
ま
た
単
に
趨
越
酌
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
恐
ら
く
、
内
在
と
か
超
越
の
対
立
を
趨
え
た
も
の
、
内
在
的
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
内
在
釣
な
も
の
を
全
く
内
灘
越
え
た
も
の
、
し
か
も
そ
れ
は
超
越
豹
な
も
の
が
そ
れ
霞
身
を
超
え
て
真
に
内
在
約
と
な
っ
た
も
の
、



と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
A
は
B
の
否
定
に
さ
ら
さ
れ
て
A
（
？
）
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
B
的
性
格
を
も
つ
諸
宗
教
間
の
○
一
巴
。
σ
q
o
。
。
を
と
お
し
て
の
踏
。
ヨ
。
び
び
q
o
。
・
の
追
求
と
し
て
、
宗
教
暫
学
の
新
し
い
可
能
性
の
追

求
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
か
ら
い
え
ば
、
た
し
か
に
、
い
わ
ゆ
る
神
学
的
寒
教
哲
学
と
い
う
形
を
と
ら

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
す
で
に
単
に
神
学
的
な
立
場
を
算
え
た
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
A
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
B
（
キ
ジ
ス
ト
教
）
が
真
に
B
（
キ
リ
ス
ト
教
）
に
な
る
と
い
う
方
向
が
雪
晴
に
含
蓄
さ
れ
て

い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
前
に
述
べ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
い
ま
、
　
一
つ
の
示
唆
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
一
範
例
の
み
を
挙
げ
て
本
稿

を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
多
く
の
神
学
考
は
、
し
ぼ
し
ば
、
使
徒
パ
ウ
獄
の
神
学
に
つ
い
て
語
る
し
、
そ
れ
は
ま
た
至
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
し
神
学
者
の
把
握
す
る
パ
ウ
ロ
の
神
学
は
、
果
し
て
パ
ウ
ロ
の
思
想
・
信
仰
の
全
貌
を
そ
の
心
底
か
ら
と
ら
え
得
て
い
る
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
。
　
A
・
シ
ェ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
パ
ウ
聯
は
、
神
学
者
で
あ
る
以
前
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
思
維
の
守
護
者
と
し
て
、
思
索
巻

（
U
Φ
ロ
犀
興
）
で
あ
り
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
者
た
る
こ
と
の
本
質
を
「
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
の
体
験
」
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ぽ
、

「
キ
リ
ス
ト
と
共
に
死
に
且
つ
よ
み
が
え
っ
て
い
る
と
い
う
神
秘
主
義
」
（
U
8
ζ
題
酔
涛
仙
①
ω
○
＄
8
筈
Φ
口
と
滋
諺
亀
Φ
儲
鐙
瓢
儀
①
霧
鉱
p

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヨ
詳
O
げ
ユ
。
。
鍵
の
）
に
見
出
し
た
神
秘
家
（
鼠
遂
げ
騨
興
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
Q
（
と
げ
Φ
蓉
ω
o
げ
≦
蝕
↓
N
o
が
惣
Φ
窯
遂
民
押
自
霧
》
℃
○
霞
目
ω

℃
9
幽
翠
）
私
自
身
は
、
必
ず
し
も
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
パ
ウ
揖
理
解
な
い
し
は
パ
ウ
召
の
神
秘
主
義
の
理
解
に
嫁
し
て
、
全
面
的
に
賛

意
を
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
（
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
第
五
章
『
信
仰
と
神
秘
主
義
－
特
に

使
徒
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
に
つ
い
て
…
参
照
）
し
か
し
、
パ
ウ
ロ
が
神
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
或
い
は
そ
れ
以
上
な
い
し
は
以
前
に
、

思
索
者
（
∪
窪
搾
2
）
で
あ
り
、
「
神
秘
家
」
（
ζ
楼
珍
津
興
）
で
あ
る
と
考
え
る
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
見
解
に
は
共
鳴
を
禁
じ
え
な
い
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
パ
ゥ
ロ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
B
的
な
も
の
に
徹
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
弄
え
る
A
的
な
も
の
、
い
な
む
し
ろ
A
（
？
）

21

宗
激
哲
学
の
新
し
い
可
能
性

一
＝



22

哲
学
硬
究
　
第
五
冨
十
九
弩

二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
つ
な
が
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
可
能
に
す
る
見
地
は
、
宗
教
哲
学
の
新
し

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
可
能
性
を
追
求
す
べ
き
新
し
い
宗
教
哲
学
的
見
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
を
、

曾
て
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
宗
教
史
学
派
の
人
々
（
〉
’
U
冨
霞
一
〇
ダ
国
・
渕
鉱
欝
象
。
。
8
ぎ
導
芝
●
切
。
離
ω
ω
9
等
）
が

し
た
よ
う
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
世
界
の
密
儀
宗
教
的
宗
教
性
と
の
親
近
性
に
お
い
て
把
握
し
、
し
た
が
っ
て
、
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
の
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
的
起
源
を
極
度
に
重
視
す
る
よ
う
な
見
解
は
、
も
は
や
充
分
な
妥
当
性
を
も
ち
え
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
う
い
っ
た
試
み
の
う
ち
に
は
、
た
と
え
隠
微
な
形
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、
B
を
A
に
還
元
し
、
或
い
は
B
を
A
に
お
い
て
根
拠
づ
け

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

よ
う
と
す
る
基
き
宗
教
哲
学
的
見
地
（
い
わ
ゆ
る
口
③
目
σ
q
ご
巳
ω
露
蕊
）
が
作
用
し
て
い
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義

は
、
い
わ
ば
神
秘
主
義
A
で
は
な
く
し
て
、
信
仰
神
秘
主
義
、
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
、
終
末
論
的
神
秘
主
義
と
し
て
、
い
わ
ば
神
秘
主
義

B
で
あ
る
。
し
か
も
そ
う
い
う
B
的
性
格
を
も
っ
た
神
秘
主
義
が
、
い
わ
ゆ
る
神
学
主
義
的
な
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
B
的
性
格
を
超

出
し
て
、
い
ま
や
疑
問
符
と
化
し
つ
つ
も
、
し
か
も
ま
が
い
も
な
く
A
的
な
も
の
と
の
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
感
知
さ
れ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
点
に
も
、
宗
教
哲
学
（
な
い
し
は
、
神
学
的
宗
教
哲
学
）
の
新
し
い
可
能
性
を
求
め
る
一
つ
の
手

が
か
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Neue　M6glichkeit　einer　Religionsphilosophie

von　Kazuo　Muto

　　Seit　Anfang　des　20．　Jahrhunderts　wurde　ik’　Europa，　besonders　i　n　Deut－

sehland，　der　Sinn　einer　Religionsphilosophie　fraglich．　Dieses　Fraglichwerden

hatte　seine　Ursache　im　Auftreten　der　dialektischen　Theologie，　besonders

unter　dem　EinfluS　von　K．　Barth　und　E．　Brunner．

　　Diese　Tatsache　ist　jedoch　nlcht　nur　fifr　Europa　und　Deutschland　bedeut－

sam．　Auch　wir　japanische　Religionswissenschaftler　mUssen　dieses　Fraglich－

werden　ernsthaft　zur　Kenntnis　nehmen．

　　Ich　meine，　daB　der　Bedeutungsverlust　der　Religionsphilosophie　unter

anderem　durch　das　Auftreten　der　dialektischen　Theoiogie　verursacht

wurde，　und　daB　letzten　Endes　der　Antirellgionismus　dieser　Theologie　die

Wurzei　dieses　Bedeutungsveriustes　ist．

　　Was　ich　hier　unter　Religionismus　verstehe，　hat　zwei　Seiten．　Die　eine

Seite　ist　charakterisiert　durch　den　Gedanken，　das　Christentum　in　die

allgemeine　Religionsgeschichte　einzuordnen．

　　Die　andere　Seite　versucht，　alle　positiven　Religionen　in　einer　von　Natur

aus　vorhandenen　Religiositat　des　Menschen　begrifndet　zu　sehen．　Und　so

wird　auch　der　¢hristliche　Glaube，　der　doch　auf　einer　revelatio　specialis

beruht，　irgendwie　auf　der　rewelatio　generalis　im　Sinne　einer　Grundoffenbarung

begr“ndet　gesehen．

　　Man　kann　sagen，　daB　der　Hauptstrom　der　Religionsphilosophie　im　19．

Jahrhundert，　besonders　vertreten　durch　Schleiermacher　und　Troeltsch，
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einen　derartigen　Religionismus　Voraussetzung　hatte．

　　Man　kann　etwa　feststellen，　daS　das　Problem　der　Verhaltnisses　2wischefe

Religiositat　als　Naturanlage　des　Menschen　und　dem　ChristeRtum　als　para一・

doxer　Religion　analog　dem　Problem　der　Beziehung　von　Religiosittit　A　und．

Religiositat　B　ist，　von　deer　Kierkegaard　spr1cht．

　　Bei　Kierkegaard　entstekt　Religlositat　B　durch　einen　itberwindendeR．

Durchbruch　der　Religiositat　A．　Trotzdem　bleibt’bel　ihm，　so　glaube　ich，，

eine　innere　organische　Verbindung　zwischen　Reiigiositat　A　und　Religio－

sifa’t　B　bestehen．　Darin　kann　man　eine　EigentUmlichkeit　der　Kierkegaard一・

schen　“　Religionsphilosoph1e　”　sehen．

　　Aber　die　dialektiscke　Theologie　von　K．　Barth　u．　s．　w．　betonte　radikaler

als　gbervaindenden　Durchbruch　der　Religiositat　A　und　dadurch　verlor　die

Religiositat　B　jegliches　Vermitteltsein　durclt　die　Religiosittit　A．　Mehr

noch　：　Die　dialektische　Theologie　lettgnete　eln　derartiges　Vermitteltse］n

schlechthin．

　　Daraus　entstand　der　“Theologismus”　als　Gegenpol　zum　oben　gekennzei－

chneten　“Reiigionisrnus”．　Wer　nur　im　Bereich　des　“Theologismus”

denkt，　zweifelt　mit　Recht　an　der　raison　d’蝕・θe三ner　Religionsphilosophie

“berhaupt．

　　In　diesem　Aufsatz　versuche　ich　zu　erklaren，　warum　die　Religiositat　als，

Naturanlage　des　Menschen，　die　selbst　bei　Kierkegaard　als　selbstversttind－

liche　Vorraussetzung　gegolten　hat，　etwa　seit　der　Mitte　des　19．　Jahrhunderts

immer　fragwUrdiger　werden　muaste，　und　weiter　：　Warum　die　auf　dem

Religionisrnus　beruhende　Religionsphilosophie　in　einen　Aporie　enden

muSte．

　　Weiterhin　habe　ich　in　diesem　Aufsatz　dargestellt，　daB　es　n6tlg　lst，　der｝

TheologisMus　zu　durchbrechen　und　nach　einer　neuen　M6glichkeit　fttr　eine

Religionsphilosophie　zu　suchen，　was　nichts　anderes　bedeutet　als　nach　dern

Ort　und　Sinn　von　Religiositat　A　zu　fragen，　welche　der　Negation　durch

Religio＄itat　B　ausgesetzt　und　zu　einem　groSem　Fragezeichen　geworden　ist．

　　Die　Frage　nach　dem　Ort　und　Sinn　von　Religiosittit　A　6ffnet　einen
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dritten　Weg，　der　weder　Religionisrnus　noch　Theologismus　sein　darf．

　　Sodann　werden　in　diesem　Aufsatz　einige　Andeutungen　gber　den　Ort

und　die　Methode　gemacht，　wodurch　eine　neue　Religionsphilosophie　ihren

Anfang　nehmen　kann．

Christianisme　et　les　pens6es　existentialis£es

　　　　　dans　les　cas　de　K．　Jaspers　et　de　G．　Marcel

　　　　　　　　　　　　　　par　Taira　Got6

　　Nous　avons　essay6　圭a　comparaison　entre　deux　grand＄　existentialistes

rellgeux　contemporains．

　　Quant　au　sujet　de玉a　relat圭on　entre　la　liber艶e毛Ia　grace，　la　peRs6e　de

G．Marcel騨i　est　catholique　appartient　a　la　tradition　augustinienne，　malsδu

point　du　v塁e　de　l’histoire　de至a　philosoph玉e，　il　est　s負r　q登e　sa　philosophie

est　la　symphonie　de　l’o籍to至09圭e　platonicienne，　ar圭stot61icienne　avec至a　ph｛…一

nomを鷺010gie　et　la　pens6e　subjec亀ive　existe盤tialiste。

　　Bien（lue　la　pens絶e　de　K：。　Jaspers　s’oPPose　au　（まogme　du　christ圭anisme，

elle　est　profondement　religeuse，　et　son　id6e　sur　Ia　relatio塗　en之re　la玉ibert6

0u　l，exisセence　et　la　transcendance，　peut　etre，　qualifi6e　co皿me　une　th60rie　de

　　ム
grace・

　　Mais　dans　sa　pensをe　reiigieuse　qui　es宅foncierement　influencξe　par

Nletz＄che　en王neme　temps　que　par　Kierkegaard，1，accent　est　toujours　pos6

Plut6t　sur　Pexis£ence　que　sur　la　transcendence．

Das　Problem・　der　menschlichen　Freiheit　bei　Kant

von　KeR　Wakamatsu

　Kants　Mora｝philosophie　scheint　zwei　Begriffe　von　der　menschllchen

Freiheit　zu　haben，　ntimlich　den　Begriff　der　transzendentaleR　Freiheit　und
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