
聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

　
　
　
一
啓
蒙
と
神
秘
の
間
－

小
林
亜
津
子

　
聖
餐
に
か
ん
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
つ
ね
に
、
ル
タ
ー
派
の
立
場
を
採
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
「
宗
教
哲
学
」
「
歴
史
哲
学
」
「
哲
学
史
」

な
ど
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
様
々
な
講
義
の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
　
麗
し
て
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
は
パ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と

い
う
ル
タ
ー
の
「
現
臨
説
（
菊
鶏
一
嘆
似
ω
①
コ
N
）
」
あ
る
い
は
「
共
在
（
○
§
ω
毎
ω
＄
簿
凶
讐
圃
。
）
」
説
を
積
極
的
に
支
持
し
、
そ
れ
が
自
分
の
哲
学

の
核
心
を
な
す
思
弁
性
の
構
造
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
聖
餐
解
釈
に
お
け
る
「
ル
タ
ー
磯
曲
発
進
は
従
来
、

多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
「
ル
タ
ー
派
」
と
し
て
の
信
仰
告
白
と
受
け
と
め
ら
れ
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
点
で
ル
タ
ー
と
の
齪
鯖

が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
な
お
、
少
な
く
と
も
聖
餐
に
か
ん
し
て
だ
け
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
ル
タ
ー
派
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
V

は
や
は
り
ル
タ
ー
派
の
正
統
神
学
を
継
承
し
て
い
る
」
と
主
張
す
る
た
め
の
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
聖
餐
解
釈
は
信
徒
に
と
っ
て
、
そ
の
信

仰
告
白
の
「
符
丁
の
よ
う
な
も
の
扁
で
あ
り
、
聖
餐
解
釈
に
お
い
て
こ
そ
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
真
価
が
問
わ
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か

　
　
（
2
）

ら
で
あ
る
。

　
ル
タ
ー
は
当
時
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
ら
の
二
元
論
、
す
な
わ
ち
、
精
神
的
な
も
の
（
キ
リ
ス
ト
）
を
可
視
的
な
も
の
（
パ
ソ
）
か
ら
切
り
離

そ
う
と
す
る
抽
象
的
な
斐
餐
理
解
に
つ
よ
く
反
発
し
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
は
パ
ソ
で
あ
る
と
登
時
に
キ
リ
ス
ト
の
身
体
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
ツ

ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
の
間
に
大
規
模
な
論
争
を
展
開
し
て
い
た
（
聖
餐
論
争
）
。
こ
の
聖
餐
論
争
に
か
ん
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
つ
ね
に
、
み
ず
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
ル
タ
ー
の
側
を
積
極
的
に
支
持
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。



　
は
た
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
聖
餐
解
釈
は
、
ル
タ
ー
自
身
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
重
な
り
合
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル

タ
ー
の
聖
餐
論
を
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
た
め
に
は
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
会
で
く
り
返
し
議
論
さ
れ
て
き
た
三
位
一
体
（
と
く
に
キ
リ
ス

ト
）
論
争
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。

　
三
位
一
体
論
争
と
聖
餐
論
争
と
は
、
議
論
の
筋
道
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
最
終
的
に
は
、
「
対
立
の
一
致
」
と
い
う
存
在
の

範
曙
を
認
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
ゆ
き
つ
く
。

　
た
と
え
ぽ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
「
キ
リ
ス
ト
の
真
の
本
体
…
…
は
両
性
を
同
時
に
包
容
し
て
い
る
…
…
。
特
に
神
性
に
も
、
ま
た
人
性
に
も
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
｝

せ
ず
し
て
両
者
に
同
時
に
属
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
」
成
立
（
四
五
一
年
）
の
前
後
に
盛
ん
に
な
っ
た
、
キ
リ
ス
ト

論
と
三
位
一
体
論
に
つ
い
て
の
錯
綜
し
た
論
争
は
、
つ
き
つ
め
る
と
、
イ
エ
ス
に
お
け
る
神
性
と
人
性
、
あ
る
い
は
、
愚
な
る
神
と
子
な
る

イ
エ
ス
と
の
同
一
性
と
異
質
性
を
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
整
合
的
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

　
坂
口
ふ
み
著
『
〈
個
〉
の
誕
生
　
　
キ
リ
ス
ト
教
理
を
つ
く
っ
た
人
び
と
一
』
の
記
述
に
従
え
ば
、
「
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
」
に
お
い
て
、

キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
霊
と
肉
、
神
性
と
人
性
を
、
「
対
立
の
一
致
」
と
い
う
範
躊
で
統
合
す
る
と
い
う
解
釈
が
正
統
性
を
与
え
ら
れ
た
後
、

西
方
教
会
は
、
こ
の
「
信
条
」
を
忠
実
に
継
承
し
て
き
た
が
、
東
方
教
会
は
、
霊
（
神
性
）
が
一
時
的
に
肉
（
人
性
）
に
宿
る
と
考
え
て
、

こ
の
「
対
立
の
一
致
」
を
、
結
局
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
流
の
一
元
論
に
還
元
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
は
イ
エ
ス
の
人
性
を
偶
有
的
な
も
の
と
見

な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
性
と
人
性
の
対
立
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
は
、
「
全
く
神
、
全
く
人
」

と
い
う
対
立
項
の
端
的
な
統
一
を
説
く
「
カ
ル
ケ
ド
ン
」
信
条
と
は
正
反
対
の
、
神
性
か
ら
人
性
を
き
り
離
そ
う
と
す
る
単
純
な
二
元
論
で

あ
る
。
彼
ら
東
方
教
会
の
論
者
た
ち
は
、
神
性
を
体
現
す
る
キ
リ
ス
ト
が
卑
し
い
肉
を
ま
と
い
、
人
間
と
ま
っ
た
く
同
じ
苦
痛
や
恥
辱
に
晒

さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
神
に
し
て
人
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
済
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

熱
烈
な
信
仰
な
く
し
て
は
、
固
守
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
思
想
的
系
譜
を
辿
れ
ば
、
そ
れ
が
つ
ね
に
「
対
立
の
一
致
扁
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
固
守
す
る
た
め
に
、
単
純
な
二

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

七
三
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元
論
や
一
元
論
に
対
し
て
、
多
く
の
論
争
を
く
り
返
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
も
っ
と
も
初
期
の
（
あ
る
い
は
、
典
型
的
な
）
現
わ

れ
が
こ
の
キ
リ
ス
ト
論
と
三
位
一
体
論
争
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
種
の
議
論
が
形
を
変
え
て
現
わ
れ
て
き
た
の
が
、
一
六
世
紀

に
大
規
模
な
論
戦
を
展
開
し
た
ル
タ
ー
と
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
の
聖
餐
論
争
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ル
タ
ー
が
聖
餐
論
で
主
張
し
た
「
共
在
（
O
O
器
品
ω
け
き
賦
巴
。
）
」
説
（
後
述
V
が
、
「
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
」
の
基
調
を

な
す
「
ホ
モ
ウ
シ
オ
ス
属
O
B
O
o
二
ω
δ
ω
」
概
念
、
な
い
し
「
対
立
の
　
致
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
下
敷
き
に
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
対

す
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
立
場
が
、
三
位
一
体
論
争
の
異
端
の
な
か
で
も
、
西
方
教
会
の
最
大
の
敵
で
あ
っ
た
ア
リ
ウ
ス
主
義
と
同
様
の
、
明

快
で
冷
徹
な
二
元
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
ル
タ
ー
が
お
も
に
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
の
聖
餐
論
争
に
お
い
て
主
張
し
た
「
現
臨
説
」
に
主
題
を
置
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ル
タ
ー

の
な
か
に
読
み
こ
ん
だ
“
思
弁
性
”
が
、
そ
の
否
定
性
を
も
含
め
て
、
ル
タ
ー
自
身
の
立
場
と
重
な
り
合
う
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ル
タ
ー
の
神
秘
性
（
ひ
い
て
は
ル
タ
ー
が
忠
実
に
継
承
し
た
西
方
教
会
の
「
対
立
の
｝
致
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン

タ
ル
な
存
在
論
の
伝
統
）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
性
と
の
微
妙
な
ず
れ
と
重
な
り
合
い
の
様
相
の
奥
底
に
あ
る
も
の
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思

う
。

｝
　
聖
餐
論
争

　
ル
タ
ー
と
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ
は
、
甕
体
制
定
の
言
葉
で
あ
る
「
こ
れ
〔
パ
ソ
〕
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
扁
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し

た
。
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は
、
こ
の
言
葉
を
「
こ
れ
は
わ
た
し
の
か
ら
だ
を
意
味
す
る
σ
a
Φ
暮
無
」
と
解
釈
し
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
（
聖
餅
）
は
あ

く
ま
で
も
た
だ
の
パ
ン
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
を
象
徴
す
る
「
記
号
」
（
ω
《
琶
σ
o
隔
）
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
（
象
徴
説
ω
《
∋
ぴ
0
7

凶
ω
邑
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
が
本
質
に
お
い
て
、
ま
た
、
現
実
に
甕
餐
に
存
在
す
る
と
か
、
つ
ま
り
、
自
然
的
な
か
ら
だ
自
体



　
　
が
聖
餐
に
存
在
す
る
と
か
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
口
や
歯
で
食
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
退
け
る
ぽ
か
り
か
、
そ
れ
が
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ね
に
過
誤
で
あ
り
、
そ
れ
が
御
言
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
「
こ
れ
〔
パ
ソ
〕
は
私
の
か
ら
だ
で
あ
る
（
国
o
o
①
ω
け
o
o
壱
⊆
ω
ヨ
Φ
環
ヨ
）
」
を
自
然
的
に
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
意
味
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
と
強
い
て
理
解
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
を
「
人
間
の
理
性
〔
悟
性
〕
に
合
わ
せ
て
解
釈
」
し
ょ
う
と
し
た
。
聖
餐
の
パ
ン
は
あ
く
ま
で
も

パ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
全
く
別
に
、
私
た
ち
の
心
情
の
な
か
に
キ
リ
ス
ト
の
精
神
的
現
臨
が
あ
る
。
私
た
ち
が
聖
餐
で
享
受
す
る
の
は
、

キ
リ
ス
ト
の
生
々
し
い
か
ら
だ
で
は
な
く
、
そ
の
精
神
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
こ
う
し
た
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
精
神
主
義
的
な
聖
餐
解
釈
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
精
神
的
な
も
の
を
物
質
的
な
も
の
、
身
体
的
な
も
の
か
ら

完
全
に
分
離
し
よ
う
と
す
る
霊
肉
二
元
論
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ
に
と
っ
て
、
父
な
る
神
の
も
と
に
「
昇
天
」
し
た
は
ず
の

キ
リ
ス
ト
が
な
お
か
ら
だ
を
も
っ
と
か
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
や
血
を
食
べ
た
り
、
飲
ん
だ
り
す
る
と
い
う
生
々
し
い
行
為
は
、
信
仰

の
純
粋
さ
を
破
壊
す
る
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
精
神
的
な
象
徴
を
物
質
的
な
も
の
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
に
と
っ
て
、

ロ
ー
マ
教
会
の
「
迷
信
」
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
ル
タ
ー
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
合
理
的
解
釈
を
真
っ
向
か
ら
斥
け
、
「
小
賢
し
い
理
性
の
創
作
」
を
避
け
て
聖
書
の
言
葉

を
文
字
通
り
に
「
こ
れ
〔
パ
ソ
〕
は
私
の
か
ら
だ
で
あ
る
醇
」
と
受
け
取
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
「
神
の
言
は
誤
ま
つ
こ
と
が
な
く
、
ま

　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
欺
く
こ
と
が
な
い
」
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
は
単
な
る
か
ら
だ
の
象
徴
で
は
な
く
、
パ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
現
に
キ
リ
ス
ト

の
か
ら
だ
な
の
で
あ
る
（
現
臨
菊
Φ
巴
℃
鼠
ω
⑦
嵩
説
あ
る
い
は
共
在
O
o
房
¢
σ
ω
9
馨
鑓
戯
。
説
）
。

　
こ
の
よ
う
に
聖
餐
の
場
で
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
を
口
に
入
れ
る
と
い
う
ル
タ
ー
に
対
し
て
、
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ
は
、
「
人
肉
主
義
者

（
霊
Φ
一
ω
o
霞
お
ω
ω
Φ
頃
と
、
「
吸
血
鬼
（
u
σ
一
葺
ω
餌
無
9
）
」
、
「
人
食
い
（
跨
簿
耳
8
0
9
鋤
ひ
q
o
ω
と
と
い
っ
た
痛
烈
な
罵
雷
を
浴
び
せ
か
け
た
。
こ
の
罵
言

に
抗
し
て
、
ル
タ
ー
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
聖
餐
で
単
な
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
を
飲
み
食
い
す
る
こ
と
か
ら
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
を
「
パ
ン
食
い

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

七
五
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七
六

（
し
d
村
。
陣
Φ
ω
ω
①
こ
」
、
「
酔
漢
（
芝
③
ぎ
鐡
珪
①
「
ご
と
郷
楡
し
た
。
こ
の
聖
餐
論
争
の
核
心
に
は
、
三
位
一
体
論
争
で
幾
度
と
な
く
問
題
と
な
っ
て

き
た
存
在
の
整
合
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
二
　
対
立
の
一
致

　
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
ル
タ
ー
の
「
現
臨
説
」
に
反
対
す
る
の
は
、
そ
れ
が
入
間
悟
性
に
と
っ
て
理
解
不
可
能
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ソ
・
グ
リ
サ
ル
は
問
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
キ
リ
ス
ト
が
実
際
に
現
存
す
る
と
い
う
の
は
理
性
に
と
っ
て
不
可
解
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
多
く
の
矛
盾
を
内
在
さ
せ
る
が

　
　
故
に
不
可
能
な
事
で
あ
る
、
キ
リ
ス
ト
の
御
神
体
が
平
体
の
行
わ
れ
る
凡
て
の
場
所
に
現
存
す
る
と
は
あ
や
ま
り
で
、
雪
天
父
の
右
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
V

　
　
天
に
在
す
だ
け
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
は
唯
｝
人
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
　
な
る
キ
リ
ス
ト
」
が
聖
餐
式
の
行
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
遍
在
す
る
多
で
あ
る
と

い
う
事
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
「
理
性
」
に
と
っ
て
は
、
「
不
可
解
」
で
あ
る
ば
か
り
か
、
「
矛
盾
扁
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
は
昇
天
に

よ
っ
て
も
は
や
地
上
を
去
り
、
つ
ね
に
天
の
「
父
の
右
」
に
在
る
の
で
、
こ
の
世
の
パ
ン
や
ぶ
ど
う
酒
な
ど
と
い
う
卑
俗
な
物
に
降
り
て
く

る
は
ず
は
な
い
。
も
し
降
り
て
く
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
父
の
右
に
あ
る
と
い
う
栄
光
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
が
パ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
ル
タ
ー
の
・
王
張
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
｝
な
る
キ

リ
ス
ト
が
複
数
の
聖
餐
の
場
に
遍
在
す
る
多
で
あ
る
こ
と
、
天
に
あ
る
と
同
時
に
地
上
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

ル
タ
…
の
「
照
臨
説
」
に
は
、
一
と
多
、
天
上
と
地
上
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
パ
ン
と
キ
リ
ス
ト
（
物
質
と
精
神
）
と
い
う
対
立
の
一
致
が
含

ま
れ
て
い
る
。
聖
餐
論
争
の
核
心
は
、
こ
の
「
対
立
の
一
致
」
、
す
な
わ
ち
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
認
め
ら

れ
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
悟
性
は
こ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
ル
タ
ー
に
は
、
悟
性
を
超
え
た
対
立
の
一
致
を
受
容

す
る
感
覚
が
あ
っ
た
。



神
の
力
は
わ
れ
わ
れ
に
は
測
り
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
神
は
両
方
を
、
た
と
え
ぽ
、
キ
リ
ス
ト
は
天
に
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

現
在
す
る
と
い
う
二
つ
の
事
が
ら
を
、
真
実
と
す
る
道
を
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
か
ら
だ
は
聖
餐
に

三
　
キ
リ
ス
ト
の
遍
在
（
¢
σ
一
ρ
崖
凶
け
飲
け
ω
一
Φ
ぽ
同
Φ
）

　
ル
タ
ー
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
り
た
ち
が
聖
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
を
「
矛
盾
」
と
考
え
る
原
因
は
、
精
神
的
存
在
者
を
物
質
か
ら
抽

象
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
が
、
精
神
的
な
存
在
者
を
物
質
的
に
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
批
判
す
る
。
ル
タ
ー
は
彼
ら
を
「
ぬ

か
る
み
に
は
ま
り
こ
ん
だ
理
性
（
＜
①
ヨ
§
盈
＆
Φ
ぎ
9
Φ
簿
ω
け
Φ
o
冨
）
」
と
椰
費
し
、
彼
ら
は
聖
餐
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
が
「
屋
根
か
ら
石

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

が
落
ち
て
く
る
よ
う
に
」
天
か
ら
降
っ
て
く
る
と
か
、
キ
リ
ス
ト
が
梯
子
を
つ
た
っ
て
天
上
と
地
上
と
を
昇
り
降
り
す
る
と
か
、
キ
リ
ス
ト

が
天
の
父
の
右
手
の
玉
座
に
座
す
な
ど
と
い
う
「
子
ど
も
じ
み
た
表
象
（
臨
づ
農
9
①
＜
o
吋
ω
什
Φ
＝
琶
ひ
q
ω
≦
色
ω
①
）
」
し
か
描
け
な
い
の
だ
と
批
判

す
る
。

　
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
存
在
様
式
は
こ
う
し
た
物
質
的
な
表
象
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
ル
タ
ー
は
い
う
。

　
　
か
ら
だ
を
も
っ
て
地
上
を
歩
く
よ
う
な
範
囲
づ
け
ら
れ
た
身
体
的
な
仕
方
…
…
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
キ
リ
ス
ト
は
天
に
お
ら
れ
る
の
で

　
　
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
は
身
体
的
な
空
間
や
場
所
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…
〔
そ
う
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
存
在
様
式
は
〕
範

　
　
囲
づ
け
ら
れ
な
い
精
神
的
な
仕
方
（
島
Φ
§
σ
①
ひ
q
同
Φ
庄
一
〇
冨
α
q
①
凶
ω
島
。
げ
Φ
乏
Φ
同
ω
Φ
）
…
…
空
間
に
応
じ
た
り
、
空
間
を
占
有
し
た
り
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
で
、
彼
の
欲
す
る
ま
ま
に
す
べ
て
の
造
ら
れ
た
も
の
を
通
り
ぬ
け
る
あ
り
方
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
の
存
在
様
式
を
、
ル
タ
ー
は
数
々
の
比
喩
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
は
い
か
な
る
空
間
に
も
結
び

付
け
ら
れ
ず
、
光
が
大
気
や
水
晶
を
透
過
す
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
音
が
周
囲
の
も
の
全
て
に
浸
透
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
を
貫

い
て
浸
透
し
て
い
る
。
ま
た
、
湖
に
映
っ
た
一
つ
の
太
陽
が
湖
を
見
る
す
べ
て
の
人
の
目
に
映
る
よ
う
に
、
｝
な
る
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
は
、

　
　
　
　
　
（
1
4
V

無
数
に
早
言
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
は
、
天
に
も
聖
餐
の
場
に
も
「
同
時
的
に
」
あ
る
の
だ
と
ル
タ
ー
は
い
う
。

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

七
七
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こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
遍
在
（
C
σ
δ
巴
薮
什
ω
δ
訂
Φ
）
と
い
う
ル
タ
ー
の
特
徴
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
思
想
を
『
キ
リ
ス

ト
の
聖
餐
に
つ
い
て
、
信
仰
告
白
撫
（
〈
o
コ
〉
び
①
a
ヨ
巴
O
げ
吋
聾
置
目
①
落
窪
蝕
ρ
一
詔
。
。
）
の
な
か
で
本
格
的
に
展
開
し
、
キ
リ
ス
ト
と
被

造
物
（
し
た
が
っ
て
パ
ン
や
葡
萄
酒
も
）
、
天
上
と
地
上
、
精
神
と
物
質
は
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
相
互
内
在
的
に

ぎ
①
ぎ
鋤
コ
鳥
Φ
こ
関
係
し
て
い
る
と
・
王
張
し
た
。

　
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
逓
再
説
」
に
基
づ
い
て
、
ル
タ
ー
は
自
分
の
「
現
臨
説
篇
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
・
グ

リ
サ
ル
に
よ
れ
ぽ
、
ル
タ
ー
は
「
キ
リ
ス
ト
の
御
身
体
は
父
な
る
神
の
座
に
あ
る
に
し
て
も
神
の
遍
在
性
を
以
っ
て
全
世
界
の
ど
こ
に
も
存

在
し
、
そ
れ
故
に
聖
体
に
も
存
在
す
る
と
さ
え
云
う
に
翌
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
は
『
特
別
な
約
束
勧
に
よ
っ
て
、
御
自
分
を
誰
に
も
容
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
触
れ
得
る
も
の
と
為
し
た
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
聖
体
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
。

　
ル
タ
ー
の
「
現
所
説
」
の
核
心
は
、
聖
餐
式
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
が
「
誰
に
で
も
触
れ
得
る
も
の
と
な
る
扁
こ
と
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
無

神
論
者
で
さ
え
、
こ
の
恩
寵
に
与
か
る
と
い
う
。
聖
書
の
二
葉
ど
お
り
、
キ
リ
ス
ト
が
感
覚
的
な
形
態
を
と
り
、
人
間
に
「
取
っ
て
食
べ
」

ら
れ
る
こ
と
に
、
ル
タ
ー
は
聖
餐
の
本
質
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
ミ
サ
は
そ
の
本
質
に
よ
れ
ぽ
、
ま
さ
に
「
取
っ
て
食
せ
よ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
ぽ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

四
　
ル
タ
ー
の
「
愛
す
べ
き
弱
点
」
P

　
ル
タ
ー
の
特
記
と
遍
在
の
教
え
は
、
当
時
、
彼
の
最
も
熱
心
な
信
者
た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ル
タ
ー
の

こ
の
教
え
を
聞
い
た
人
び
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
迷
信
扁
を
糾
弾
し
た
ル
タ
ー
自
身
が
、
突
然
、
神
秘
主
義
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
っ
て
憤
慨
し
た
。
聖
餐
論
争
に
か
ん
し
て
は
、
彼
ら
「
ル
タ
ー
派
」
は
む
し
ろ
、
人
間
悟
性
に
よ
っ
て
容
易
に
理
解
さ
れ
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ

リ
の
解
釈
の
方
に
賛
意
を
託
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
の
ル
タ
ー
神
学
者
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
今
B
の
ル
タ
ー
学
者
ら
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ま
た
、
ル
タ
ー
が
「
悟
性
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
」
こ
と
を
、
「
分
別
あ
る
人
間
に
は
見
出
せ
な
い
愛
す
べ
き
弱
点
」
で
あ
る
と
語
る
。
彼
ら



も
一
六
世
紀
当
時
の
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
と
同
様
、
悟
性
主
義
に
よ
る
二
元
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
著
名
な
ル
タ
ー
学
者
レ

！
ギ
ソ
・
プ
レ
ソ
タ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
ル
タ
ー
派
」
の
学
者
た
ち
は
ル
タ
ー
の
遍
在
と
現
臨
の
教
説
を
ま
と
も
に
信
じ
て
は

　
（
1
8
）

い
な
い
。
彼
ら
は
こ
の
点
で
ル
タ
ー
に
「
温
和
な
非
難
」
を
向
け
、
遍
在
と
現
送
に
つ
い
て
の
教
え
を
説
い
た
書
物
は
「
書
か
れ
な
い
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

よ
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
ル
タ
ー
派
」
は
、
ル
タ
ー
の
生
前
も
死
後
も
、
一
貫
し
て
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
に
熱
心
な
賛
意
を
捧
げ
な

が
ら
、
聖
餐
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
理
解
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
熱
心
な
信
徒
（
ル
タ
ー
派
）
を
持
っ
て
は

い
た
が
、
「
ル
タ
ー
自
身
が
も
っ
と
も
切
実
に
痛
感
し
、
深
く
思
考
し
、
偉
大
に
活
動
し
た
点
」
に
つ
い
て
は
、
彼
の
理
解
者
は
皆
無
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

つ
た
の
で
あ
る
（
あ
る
い
は
現
代
で
も
そ
う
で
あ
る
）
。

　
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
ル
タ
ー
自
身
が
も
っ
と
も
切
実
に
痛
感
し
」
て
い
た
聖
餐
解
釈
に
お
い
て
、
つ
ね
に
ル
タ
ー
の
見

解
を
積
極
的
に
支
持
し
、
遍
在
と
漆
器
の
教
説
を
熱
心
に
支
持
し
て
い
る
。
啓
蒙
主
義
が
完
成
を
成
し
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
風
潮
の
な
か

で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
聖
餐
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
を
一
貫
し
て
強
調
す
る
ル
タ
ー
の
態
度
を
称
賛
し
て
い
る
。

　
　
ど
れ
ほ
ど
人
々
が
ル
タ
ー
を
論
難
し
て
も
、
ル
タ
ー
は
正
当
に
も
｝
歩
も
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
（
O
妻
≒
．
卜
。
⑩
9
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ル
タ
ー
の
遍
在
と
現
地
の
思
想
に
含
ま
れ
て
い
る
対
立
項
の
相
互
内
在
性
が
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
の
思
弁
性
を
主
張
す
る
み
ず

か
ら
の
理
論
構
造
と
一
致
す
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
は
た
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
思
弁
性
と
ル
タ
ー
の
「
現
画
工
」
と
は
、
本
当
に
重

な
り
合
う
も
の
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
最
近
の
研
究
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー
と
の
間
の
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
接
点
に
光

を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
デ
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ガ
ー
（
○
■
U
Φ
＝
σ
急
ひ
q
σ
q
9
は
、
「
パ
ソ
で
あ
る
と
二
時
に
キ
リ
ス
ト
」
、
「
神
で
あ
る
と
同
時
に
人
」
、
「
罪
人
に

し
て
義
人
」
、
「
神
に
よ
る
束
縛
の
な
か
の
自
由
」
と
い
っ
た
、
ル
タ
ー
の
宗
教
思
想
に
含
ま
れ
る
逆
説
的
な
発
想
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

つ
思
弁
性
と
近
似
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
グ
ッ
ツ
（
臼
．
○
蕊
）
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
核
心
と
な
る
思
弁
性
が
、
神
と
人
間
と

の
相
互
内
在
性
を
説
く
ル
タ
ー
の
発
想
に
由
来
す
る
と
主
張
し
、
青
年
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
複
数
の
草
稿
か
ら
“
状
況
証
拠
”
を
洗
い
出
し
な
が

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

七
九
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（
2
2
）

ら
、
両
者
の
思
想
的
な
接
点
を
探
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
も
し
も
こ
う
し
た
「
接
点
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
こ
そ
は
「
ル
タ
ー
自
身
が
も
っ
と
も
切
実
に
痛
感
し
て
い
た
」
思
想
の

最
深
部
に
到
達
し
得
る
、
ル
タ
ー
の
真
の
理
解
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
接
点
」
が
は
た
し

て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー
と
の
間
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

五
　
「
悟
性
の
散
文
」

　
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ル
タ
ー
と
同
じ
く
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
が
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
「
象
徴
扁
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
感
覚
的
現
臨
そ
の
も
の
で

あ
り
、
聖
餐
は
キ
リ
ス
ト
を
実
際
に
感
覚
的
に
享
受
す
る
（
灘
に
す
る
）
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
　
〔
聖
餐
の
場
で
は
〕
外
的
で
感
覚
的
な
客
体
と
い
う
仕
方
で
、
神
的
な
も
の
が
食
べ
ら
れ
た
り
飲
ま
れ
た
り
す
る
。
一
〔
食
べ
ら
れ

　
　
た
り
飲
ま
れ
た
り
す
る
パ
ソ
や
葡
萄
酒
は
〕
多
妻
の
う
ち
で
の
み
意
味
を
も
つ
よ
う
な
た
ん
な
る
神
的
な
も
の
の
象
徴
（
ω
《
ヨ
σ
o
｝
）
で

　
　
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
〔
聖
餐
は
〕
感
覚
的
な
享
受
そ
の
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
な
確
信
で
あ
る
（
＜
㎝
■
。
。
P
O
芝
自
■
8
ω
）
。

　
聖
餐
の
場
で
は
、
神
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
が
パ
ン
や
葡
萄
酒
と
い
っ
た
目
で
見
た
り
触
れ
た
り
で
き
る
感
覚
的
事
物
と
な

っ
て
、
信
徒
に
食
べ
ら
れ
た
り
、
飲
ま
れ
た
り
す
る
。
こ
の
パ
ン
や
葡
萄
酒
は
、
現
に
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
な
の
で
あ
り
、
ツ
ヴ
ィ
ソ

グ
リ
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
私
た
ち
が
頭
の
な
か
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
や
血
の
象
徴
な
の
で
は
な
い
。
聖
餐
と
は
、
キ
リ

ス
ト
の
か
ら
だ
や
血
を
実
際
に
、
食
べ
た
り
、
飲
ん
だ
り
と
い
う
仕
方
で
、
感
覚
的
に
享
受
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
感
覚
的

享
受
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
と
の
一
体
感
を
直
接
に
、
感
覚
的
に
確
信
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
だ
か
ら
感
覚
的
な
も
の
〔
パ
ン
、
葡
萄
酒
〕
そ
れ
自
体
が
、
神
的
な
も
の
〔
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
や
血
〕
と
な
っ
た
も
の
〔
と
し
て
〕
、

　
　
神
的
な
も
の
に
変
化
し
た
も
の
と
し
て
、
見
な
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
神
的
な
実
体
そ
れ
自
体
へ
と
化
体
し
て
い
る
（
≦
興
号
閂
益

　
　
N
§
9
0
α
巳
凶
魯
魯
の
圃
0
7
鳥
餌
「
①
鑓
く
興
ミ
壁
鳥
笛
民
－
『
窪
の
ω
＆
無
§
斗
巳
。
両
者
〔
感
覚
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の
〕
は
｝
つ
で
あ
る



　
　
（
＜
㎝
b
ρ
O
芝
．
H
刈
b
り
ω
ご
。

　
し
た
が
っ
て
、
パ
ン
や
葡
萄
酒
と
い
う
感
覚
的
な
も
の
そ
れ
自
体
が
、
現
に
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
や
血
で
あ
り
、
パ
ソ
や
葡
萄
酒
で
あ
り

な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
に
変
化
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
聖
壇
の
上
で
、
パ
ン
と
葡
萄
酒
は
キ
リ
ス
ト
自

身
の
肉
と
血
に
「
化
体
」
し
て
い
る
。
ホ
ス
テ
ィ
ア
の
う
ち
で
は
、
感
覚
的
事
物
と
神
的
な
も
の
、
物
質
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
、
無

限
者
と
有
限
者
と
が
現
に
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
対
立
の
一
致
こ
そ
が
、
神
的
な
も
の
の
本
来
の
存
在
様
式
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ
ら
の
改
革
派
は
、
こ
う
し
た
対
立
の
一
致
と
い
う
思
弁
的
真
理
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
批

判
す
る
。

　
　
改
革
派
の
表
象
は
、
こ
う
し
た
神
秘
的
な
も
の
を
欠
い
て
い
る
。
一
〔
改
革
派
は
聖
餐
を
〕
追
憶
、
通
常
の
心
理
的
な
関
係
〔
に
解

　
　
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
〕
。
あ
ら
ゆ
る
思
弁
的
な
も
の
は
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
教
団
の
関
係
の
な
か
で
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
つ

　
　
て
い
る
（
O
妻
■
嵩
b
り
α
）
。

　
改
革
派
は
「
神
秘
的
な
も
の
」
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
感
覚
的
現
臨
と
い
う
聖
餐
の
核
心
を
根
本
か
ら
否
定
し
去
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
改
革
派
は
聖
餐
を
「
追
憶
」
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
最
初
の
晩
餐
を
思
い
偲
ぶ
た
め
の
た
ん
な
る
食
事
会
に
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
思
弁
的
な
も
の
」
、
つ
ま
り
、
パ
ソ
に
し
て
キ
リ
ス
ト
と
い
う
異
質
な
も
の
の
同
一
性
が
失
わ
れ
て

し
ま
っ
て
お
り
、
改
革
派
教
会
の
な
か
で
、
完
全
に
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
改
革
派
教
会
は
、
神
的
な
も
の
や
真
理
が
、
啓
蒙
の
散
文
（
α
冨
牢
。
器
鳥
興
〉
鼠
箆
葺
二
昌
α
q
＞
の
う
ち
へ
、
た
ん
な
る
悟
性

　
　
の
散
文
（
臼
Φ
勺
『
o
銘
α
＄
三
〇
ω
ω
Φ
画
く
臼
ω
＄
コ
α
Φ
ω
）
の
う
ち
へ
、
す
な
わ
ち
、
主
観
的
な
特
殊
性
の
経
過
の
う
ち
へ
落
ち
て
い
く
地
点

　
　
で
あ
る
（
筐
e
。

　
改
革
派
教
会
で
は
、
「
神
的
な
も
の
」
や
「
真
理
」
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
「
パ
ン
に
し
て
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
ホ
ス
テ
ィ
ア
の
思
弁
性

が
、
啓
蒙
の
散
文
、
悟
性
の
散
文
の
内
へ
陥
っ
て
い
く
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
「
散
文
等
。
ω
p
」
と
い
う
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
『
精
神

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

八
一
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現
象
学
』
に
初
出
し
、
ベ
ル
リ
ン
期
の
「
美
学
」
講
義
、
「
歴
史
哲
学
」
講
義
に
も
見
ら
れ
る
が
、
世
界
が
有
機
的
統
合
を
失
っ
て
、
人
々

が
そ
こ
か
ら
投
げ
出
さ
れ
、
砂
の
よ
う
に
個
体
化
し
て
し
ま
っ
た
状
況
を
指
し
て
い
る
。
引
用
の
文
脈
で
は
、
ボ
ス
テ
ィ
ア
に
お
け
る
神
と

パ
ン
、
精
神
と
物
質
が
有
機
的
統
一
を
失
い
、
両
契
機
が
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
分
解
し
て
個
体
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
を
指
し
て
い

る
。
改
革
派
は
こ
の
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
「
現
三
鷹
」
の
含
む
、
異
質
な
も
の
の
同
一
性
、
す
な
わ
ち
「
思
弁
」
性
を
平
板
な
唯
物
論
、
二

元
論
に
解
消
し
て
し
ま
う
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
批
判
す
る
。

　
こ
う
し
て
、
聖
餐
に
お
い
て
異
質
な
も
の
の
結
合
が
生
じ
、
神
が
現
に
感
覚
的
に
触
れ
う
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
点
で
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー
は
た
し
か
に
　
致
を
み
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
ル
タ
ー
派
」
で
あ
る
と
「
蕎
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
聖
餐

を
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
直
接
的
な
享
受
と
す
る
見
方
、
神
を
物
質
的
な
も
の
、
可
視
的
な
も
の
の
な
か
に
求
め
る
考
え
方
は
、
オ
ス
カ

ー
・
ク
ル
マ
ン
（
○
ω
。
母
O
巳
ぎ
鋤
毒
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
の
特
徴
で
あ
る
。
中
世
の
・
王
だ
っ
た
神
学
者
た
ち
も
ま

た
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
襲
餐
解
釈
を
忠
実
に
受
け
継
い
で
い
る
。
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
は
聖
餐
を
「
見
え
ざ
る
恩
寵
の
見
え
る
形
で
あ
る
扁
と

よ
び
、
ゆ
え
に
聖
餐
は
物
質
に
お
い
て
現
わ
れ
る
精
神
で
あ
る
と
説
い
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
雷
葉
を
エ
レ
メ
ン
ト
に
近
づ
け
よ
、

あ
る
い
は
精
神
を
自
然
に
近
づ
け
よ
、
さ
す
れ
ぽ
奇
蹟
が
行
な
わ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
聖
餐
を
説
い
た
。
さ
ら
に
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ

ス
は
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
「
神
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
、
物
理
的
し
る
し
」
と
定
義
し
た
。
こ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー
は
共
に
、
伝
統

的
な
聖
餐
解
釈
の
忠
実
な
継
承
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
異
質
な
も
の
の
結
合
と
い
う
存
在
の
範
麟
を
認
め
る
こ
と
は
、
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
の
三
位
　
体
論
解
釈
の
示
す
方
向
と
も
一
致
し

て
い
る
。
ル
タ
ー
の
現
臨
（
共
在
V
説
と
遍
在
説
に
お
け
る
対
立
項
の
相
互
内
在
性
と
い
う
発
想
が
、
「
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
扁
の
「
ホ
モ
ウ

シ
オ
ス
」
概
念
に
由
来
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
的
伝
統
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

に
あ
る
と
言
え
る
。



　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
哲
学
と
ル
タ
ー
の
宗
教
思
想
と
は
、

こ
と
の
で
き
な
い
断
絶
が
あ
る
。

完
全
に
重
な
り
合
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
か
。
実
は
、
両
者
の
間
に
は
、
見
逃
す

六
　
思
弁
と
神
秘
の
聞

　
ル
タ
ー
は
、
第
一
コ
リ
ン
ト
一
〇
・
一
六
「
わ
た
し
た
ち
が
さ
く
パ
ン
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
に
あ
ず
か
る
こ
と
で
は
な
い
か
」

に
表
わ
さ
れ
て
い
る
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
の
聖
餐
解
釈
を
忠
実
に
継
承
し
、
パ
ン
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
徒
は
キ
リ
ス
ト
の
魂
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
復
活
の
か
ら
だ
と
も
、
直
接
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。

　
　
〔
聖
体
拝
領
に
よ
っ
て
〕
キ
リ
ス
ト
者
が
す
べ
て
の
聖
徒
と
一
つ
の
霊
的
な
か
ら
だ
を
持
ち
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
｝
つ
の
か
ら
だ
に
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
び
合
わ
さ
れ
、
そ
の
肢
体
と
さ
れ
る
。

　
ル
タ
ー
で
は
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
を
「
食
べ
る
こ
と
」
は
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
の
「
同
化
」
で
あ
り
、
パ
ン
と
な
り
、
直
接
性
の
形
態
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
っ
た
キ
リ
ス
ト
を
そ
の
ま
ま
体
内
へ
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
と
の
「
神
秘
的
ム
旦
」
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
他
方
、
へ
！
ゲ
ル
で
は
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
を
「
食
べ
る
こ
と
」
は
、
単
な
る
「
同
化
」
で
は
な
く
、
「
否
定
」
と
い
う
側
面
も
含
ん
で
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
パ
ン
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
を
「
食
べ
る
こ
と
」
は
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
を
「
食
い
つ
く
す
こ
と
（
＜
興
－

N
Φ
冨
Φ
昌
と
、
す
な
わ
ち
、
パ
ン
と
い
う
「
物
質
性
の
否
定
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
　
ル
タ
ー
の
態
度
（
H
）
鋤
ω
ゴ
」
け
ザ
Φ
目
一
ω
O
げ
Φ
＜
③
『
プ
鋤
一
θ
Φ
昌
）
は
感
覚
的
な
も
の
を
食
い
つ
く
す
こ
と
（
＜
Φ
旨
Φ
冨
Φ
コ
α
①
ω
ω
『
巳
一
〇
げ
窪
）
と
信
仰
と

　
　
の
う
ち
に
の
み
、
神
と
主
観
と
の
一
体
化
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
一
こ
う
し
た
享
受
以
外
で
は
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
は
あ
る
普
通
の

　
　
事
物
（
Φ
ぎ
ゆ
q
Φ
露
Φ
営
Φ
ω
U
ヨ
α
q
）
で
あ
る
（
＜
■
㎝
■
卜
。
。
。
。
。
隼
）
。

　
「
感
覚
的
な
も
の
を
食
い
つ
く
す
こ
と
」
に
、
聖
餐
の
中
心
的
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
ル
タ
ー
の
態
度
」
で
あ
る
と
ヘ
ー

ゲ
ル
は
い
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
を
口
に
す
る
こ
と
は
、
パ
ン
と
い
う
神
の
感
覚
的
な
契
機
を
「
食
い
つ
く
」
し
、
完
全

　
　
　
　
聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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に
否
定
し
き
っ
て
、
神
を
感
覚
的
事
物
か
ら
純
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
食
い
つ
く
」
さ
れ
な
け
れ
ぽ
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
は
た
だ
の
パ
ン
で
あ

り
、
「
否
定
」
を
経
な
け
れ
ば
、
パ
ン
は
ホ
ス
テ
ィ
ア
と
し
て
の
効
力
を
も
た
な
い
。
神
の
物
質
性
（
ホ
ス
テ
ィ
ア
に
お
け
る
神
と
パ
ソ
と
の

結
合
）
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
神
的
な
効
力
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
食
べ
ら
れ
、
止
揚
さ
れ
て
初
め
て
、
神
と
主
体
（
信
徒
）
と
の

合
一
が
な
り
た
つ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
食
べ
る
こ
と
」
を
「
否
定
」
、
特
に
「
物
質
性
の
否
定
」
と
い
う
意
味
で
用
い
た
用
例
の
な
か
で
代
表
的
な
も
の
は
、
嵐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

の
時
に
豚
が
悠
然
と
餌
を
食
ら
っ
て
物
質
性
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
唯
物
論
者
に
対
し
て
、

彼
ら
も
物
を
食
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
物
質
性
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
唯
物
論
者
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
屍
理
屈
を
展
開
し

た
り
し
て
い
る
。

　
「
否
定
」
の
契
機
を
介
在
さ
せ
ず
に
、
神
と
パ
ソ
が
端
的
な
統
一
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
で
あ
る
と
し

て
、
痛
烈
に
郷
楡
…
す
る
。

　
　
中
世
の
教
会
、
つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
一
般
に
ホ
ス
テ
ィ
ア
は
、
外
面
的
な
事
物
と
し
て
も
崇
拝
さ
れ
て
い
た
の
で
、
ネ
ズ

　
　
ミ
が
ホ
ス
テ
ィ
ア
を
か
じ
っ
た
ら
、
そ
の
ネ
ズ
ミ
と
ネ
ズ
ミ
の
糞
ま
で
も
が
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
た
。
神
的
な
も
の
が
完
全
に
外
面
的

　
　
な
形
態
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
＜
ψ
b
。
δ
。

　
こ
の
講
義
は
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
侮
辱
と
し
て
密
告
さ
れ
、
大
変
な
物
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

を
か
も
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
に
お
け
る
神
と
パ
ソ
と
の
　
体
化
（
神
の
物
質
性
）
に

「
否
定
」
の
契
機
が
介
在
し
な
い
こ
と
を
、
「
ネ
ズ
ミ
の
糞
」
の
癒
え
で
郷
楡
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
に
も
岡
様
に
欠
け
て
い
る
。

ル
タ
…
で
は
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
に
お
け
る
神
と
パ
ン
の
共
在
は
、
「
食
べ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
固
守
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
「
食
べ
る
篇
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
パ
ン
と
い
う
物
質
的
な
も
の
が
消
滅
し
、
そ
こ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
神
的
な

も
の
が
精
神
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
食
べ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
に
共
在
し
て
い
た
パ
ソ
と
神
と
が
分
離
さ
れ
る
の
で
あ



る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
ル
タ
ー
の
立
場
に
読
み
込
ん
で
い
る
が
、
ル
タ
ー
自
身
に
こ
う
し
た
「
否
定
」
の
契
機
は
な
い
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ

ル
の
思
弁
性
固
有
の
契
機
で
あ
る
。
ル
タ
ー
自
身
が
「
ネ
ズ
ミ
の
糞
」
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
ホ
ス
テ
ィ
ア
に
お
け
る
パ
ン
と
キ
リ
ス
ト
の
共
在
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
、
そ
の
ま
ま
「
対
立
の
一
致
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ

き
真
理
で
あ
り
、
両
者
は
何
ら
の
媒
介
な
し
に
、
端
的
に
一
つ
で
あ
る
。

　
　
熱
し
た
鉄
の
う
ち
に
は
、
火
と
鉄
と
が
共
在
し
て
い
る
で
は
な
い
か
～
（
ω
言
山
冒
ぴ
q
憲
び
Φ
巳
霧
蛍
ω
魯
三
〇
簿
哨
Φ
⊆
Φ
「
§
鳥
田
ω
魯
餌
蓉
ず

　
　
p
ヨ
α
q
蛋
。
冨
コ
○
再
～
）
そ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
血
は
聖
餐
台
の
パ
ン
と
ワ
イ
ン
に
灼
熱
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
ω
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
匹
貫
0
7
ひ
Q
露
冨
鳥
Φ
吋
い
Φ
同
σ
螺
鵠
鳥
ユ
自
。
ω
b
d
ご
叶
○
ξ
凶
ω
甑
ω
「
○
け
二
口
匹
芝
①
営
9
。
無
鳥
⑦
讐
〉
滞
9
こ
。

　
他
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
パ
ン
と
キ
リ
ス
ト
、
物
質
と
精
神
、
有
限
者
と
無
限
者
と
い
っ
た
互
い
に
異
質
な
も
の
が
、
「
否
定
」
を
媒
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

す
る
こ
と
で
共
在
す
る
と
い
う
存
在
概
念
が
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
聖
餐
の
核
心
を
「
食
い
つ
く
す
」
と
い
う
物
質
性
の
完
全
な
否
定
に
お
く
の
は
、
そ
の
背
後
に
物
質
的
な
も
の
、
あ
る
い
は

肉
を
否
定
的
に
み
る
見
方
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ス
論
に
も
現
れ
て
い
る
。
『
精
神
現
象
学
』
「
啓
示
宗
教
」

章
で
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
存
在
の
直
接
性
が
否
定
さ
れ
、
精
神
化
さ
れ
る
と
い
う
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
彼
〔
イ
エ
ス
〕
は
こ
の
感
覚
的
な
現
在
を
〔
使
徒
た
ち
の
〕
意
識
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
が
…
…
こ
の
〔
使
徒
た
ち
の
〕
意
識
が
〔
イ

　
　
エ
ス
の
死
に
よ
っ
て
〕
彼
〔
イ
エ
ス
〕
を
た
だ
見
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
聞
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
て
初
め
て
、
こ
の
〔
使
徒
た
ち
の
〕
意
識
自
身
が
精
神
的
な
意
識
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
以
前
に
は
感
覚
的
な
現
存
在
と
し
て
立
ち

　
　
現
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
今
や
彼
〔
イ
エ
ス
〕
は
〔
使
徒
た
ち
の
〕
精
神
の
う
ち
に
立
ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
b
σ
阜
ω
。
仕
切
斥
）
。

　
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
は
、
こ
の
イ
エ
ス
の
直
接
性
、
肉
体
の
否
定
（
精
神
化
）
に
よ
っ
て
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
が
成
立
す
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
は
自
ら
の
肉
体
を
否
定
的
に
み
た
か
ら
、
そ
れ
を
死
と
復
活
と
い
う
形
で
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ

ン
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ
エ
ス
の
直
接
性
（
肉
体
、
物
質
）
を
低
次
の
も
の
と
み
な
す
立
場
を
示
し
て
い

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

八
五
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る
。　

他
方
、
ル
タ
ー
や
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
で
は
「
か
ら
だ
〔
物
質
〕
も
ま
た
、
神
の
被
造
物
と
し
て
よ
き
も
の
扁
で
あ
り
、
聖
餐
は
「
復
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

し
た
方
と
、
そ
の
魂
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
復
活
の
か
ら
だ
と
も
、
直
接
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
直
接
性
を
低
次
の
も
の
と
み
な
し
、
「
食
べ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
神
の
外
面
性
、
感
覚
的
現
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
聖
餐
の
強
調
点
を

お
く
と
い
う
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
神
か
ら
物
質
性
を
捨
象
す
る
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ
ら
啓
蒙
主
義
者
の
二
元
論
（
ボ
ス
テ
ィ
ア

に
共
在
し
て
い
た
パ
ン
と
キ
リ
ス
ト
が
分
離
）
と
同
じ
と
こ
ろ
に
ゆ
き
つ
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
へ
！
ゲ
ル
と
ツ
ヴ
ィ
γ
グ
リ
が
決
定
的
に
違
う
の
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
で
は
「
食
べ
る
こ
と
」
自
体
が
ま
っ
た
く
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
点
で
あ
る
。
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
で
は
「
食
べ
る
こ
と
」
自
体
に
、
神
と
の
接
触
と
い
う
意
味
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
客
体
と

触
れ
合
う
こ
と
の
な
い
単
純
な
内
面
性
と
批
判
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
「
食
べ
る
」
と
い
う
感
覚
的
な
仕
方
で
、
神
と
直
接
に
触
れ

合
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

七
　
聖
餐
の
「
神
秘
的
な
意
味
」

と

「
パ
ン
の
長
所
」
1
…
青
年
期
の
聖
餐
論
一

　
ホ
ス
テ
ィ
ア
は
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
で
は
な
く
、
単
な
る
象
微
で
あ
る
と
考
え
る
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
悟
性
主
義
で
は
、
直
接
性
が
成
り
立

た
な
い
。
他
方
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
パ
ソ
の
端
的
な
統
一
を
主
張
す
る
ル
タ
ー
の
立
場
で
は
、
直
接
性
の
否
定
が
成
り
立

た
な
い
。
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
啓
蒙
主
義
で
も
ル
タ
ー
の
神
秘
主
義
で
も
な
い
こ
の
独
自
の
聖
餐
解
釈
を
、
青
年
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
晩
年
の

講
義
よ
り
も
は
る
か
に
印
象
深
い
表
現
で
鮮
明
に
綴
っ
て
い
る
。

　
聖
餐
の
場
で
は
、
イ
エ
ス
と
信
徒
と
の
「
統
合
は
も
は
や
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
可
視
的
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
心
像
や
比

喩
の
形
で
表
象
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ひ
と
つ
の
現
実
的
な
も
の
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
パ
ソ
と
い
う
現
実
的
な
も
の
に
お
い
て
示
さ
れ
味
わ

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
こ
で
は
、
互
い
に
異
質
な
も
の
が
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
…
…
葡
萄
酒
と
パ



ソ
は
神
秘
的
な
客
体
と
な
る
。
イ
エ
ス
が
そ
れ
を
彼
の
か
ら
だ
、
彼
の
血
と
呼
び
、
そ
し
て
享
受
と
環
境
が
た
だ
ち
に
そ
れ
ら
に
伴
っ
て
い

　
　
　
　
（
3
0
V

る
か
ら
で
あ
る
偏
。

　
聖
餐
は
単
な
る
追
憶
の
食
事
会
な
ど
で
は
な
く
、
パ
ン
や
葡
萄
酒
と
な
っ
た
神
的
な
精
神
を
、
現
に
「
味
わ
う
」
と
い
う
「
ひ
と
つ
の
神

　
　
（
3
1
）

秘
的
行
為
」
で
あ
る
。
第
三
者
的
に
端
か
ら
傍
観
す
る
悟
性
に
と
っ
て
は
、
そ
の
行
為
に
こ
め
ら
れ
た
「
神
秘
的
な
意
味
を
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
…
…
客
体
的
に
み
れ
ぽ
、
パ
ン
は
単
な
る
パ
ン
で
あ
り
、
葡
萄
酒
は
単
な
る
葡
萄
酒
で
あ
る
が
、
と
も
に
、
な
お
そ
れ
以
上

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
も
の
な
の
で
あ
る
」
。

　
青
年
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
す
で
に
晩
年
の
講
義
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
視
点
で
、
悟
性
主
義
と
は
、
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
し
た
処
に

立
っ
て
、
聖
餐
論
を
展
開
し
て
い
る
。
だ
が
、
同
時
に
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ツ
ヴ
ィ
ソ
グ
リ
だ
け
で
な
く
ル
タ
ー
と
も
、
す
で
に
一
定
の
距

離
を
置
い
て
い
る
。

　
　
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
が
そ
こ
で
一
体
と
な
っ
て
い
る
イ
エ
ス
の
精
神
は
、
外
的
感
覚
に
と
っ
て
は
客
体
と
し
て
現
前
し
、
ひ
と
つ
の
現

　
　
実
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
客
体
化
さ
れ
た
愛
、
事
物
と
な
っ
た
こ
の
主
体
的
な
も
の
は
、
や
が
て
ま
た
そ
の
本
性
へ
立
ち
帰

　
　
り
、
食
べ
ら
れ
て
再
び
主
体
的
と
な
る
。
こ
の
還
帰
は
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
書
か
れ
た
心
葉
に
お
い
て
事
物
と
な
っ
て
い
た
思
想
が

　
　
や
が
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
あ
る
死
せ
る
も
の
と
し
て
の
客
体
か
ら
立
ち
帰
っ
て
本
来
の
〔
思
想
と
し
て
の
〕
主
体
性
を
回
復

　
　
す
る
あ
り
さ
ま
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
比
較
は
、
も
し
も
書
か
れ
た
言
葉
が
完
全
に
読
み
つ
く
さ
れ
、
そ
れ
が
理
解
に
よ
っ
て

　
　
物
と
し
て
は
消
滅
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
い
っ
そ
う
適
切
な
比
較
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
パ
ソ
と
葡
萄
酒
の
享
受
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
て
は
、
…
…
そ
れ
ら
の
も
の
自
身
は
客
体
と
し
て
は
消
え
去
る
か
ら
で
あ
る
。

　
神
的
な
も
の
は
可
視
的
な
も
の
と
結
び
つ
き
、
客
体
化
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
神
本
来
の
あ
り
方
で
は
な
い
。
客
体
的

な
あ
り
方
に
と
ど
ま
れ
ば
、
神
的
な
も
の
は
「
死
せ
る
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
再
び
そ
の
本
性
に
立
ち
返
る
た
め
に
、
パ
ン
や
葡
萄
酒

と
し
て
客
体
化
さ
れ
た
神
的
な
も
の
は
、
信
徒
に
食
わ
れ
、
飲
ま
れ
て
、
主
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
す
で
に
、
「
食

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

八
七
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う
」
、
「
飲
む
」
と
い
う
行
為
が
客
体
性
の
否
定
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
書
物

と
な
っ
て
い
た
思
想
が
、
「
死
せ
る
も
の
と
し
て
の
客
体
か
ら
立
ち
帰
っ
て
」
本
来
の
主
体
性
を
回
復
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
書

物
は
読
み
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
な
か
の
思
想
を
い
く
ら
読
み
こ
な
し
た
と
し
て
も
、
書
物
と
い
う
「
死
せ
る
客
体
」
が
消
滅
し

て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
宗
教
の
女
神
像
も
ま
た
濁
り
で
あ
る
。

　
　
〔
こ
れ
に
反
し
て
〕
愛
し
合
う
者
た
ち
が
愛
の
女
神
の
祭
壇
に
供
物
を
さ
さ
げ
、
彼
ら
の
感
情
の
ほ
と
ば
し
る
祈
り
が
彼
ら
の
感
情
を

　
　
最
高
の
焔
へ
と
燃
え
上
が
ら
せ
る
と
き
、
女
神
自
身
は
た
し
か
に
彼
ら
の
胸
中
に
立
ち
帰
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
女
神
の
石
像
は
依
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
と
し
て
彼
ら
の
眼
前
に
立
ち
続
け
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
パ
ン
や
葡
萄
酒
は
、
食
わ
れ
、
飲
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
に
客
体
性
を
失
う
と
い
う
「
長
所
偏
を
も
つ
。

　
　
パ
ン
は
食
べ
ら
れ
、
葡
萄
酒
は
飲
ま
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
ら
の
も
の
は
…
…
神
秘
的
な
客
体
が
再
び
端
的
に
主
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
な
も
の
と
な
る
点
で
長
所
を
有
す
る
。

　
聖
餐
で
提
供
さ
れ
る
パ
ン
や
葡
萄
酒
は
、
聖
餐
の
場
で
信
徒
に
食
わ
れ
、
飲
ま
れ
て
し
ま
え
ば
、
物
（
客
体
）
と
し
て
は
消
滅
し
て
し
ま

う
。
そ
れ
が
書
物
や
ギ
リ
シ
ア
の
石
像
に
は
な
い
、
パ
ン
や
葡
萄
酒
の
「
長
所
」
、
「
功
徳
」
で
あ
る
と
い
う
。
食
べ
ら
れ
、
飲
ま
れ
て
し
ま

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
象
徴
づ
け
ら
れ
た
神
的
な
も
の
の
み
が
、
物
質
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
残
り
、
「
端
的
に
・
重
体
的
な
も
の
」
と
な

る
。　

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
行
為
が
精
神
の
み
を
与
え
、
…
…
物
質
す
な
わ
ち
魂
な
き
も
の
を
消
尽
し
て
し
ま
う
ほ
う
が
、
行
為
と
し
て
は

　
　
い
っ
そ
う
純
粋
で
あ
り
、
行
為
の
目
的
〔
神
と
の
一
体
感
の
享
受
〕
に
い
っ
そ
う
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
…
…
愛
の
晩
餐
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
お
い
て
は
物
体
的
な
も
の
の
姿
は
消
え
去
っ
て
い
る
。

　
「
行
為
」
と
は
、
「
精
神
の
み
を
与
え
」
、
「
物
質
す
な
わ
ち
塊
な
き
も
の
を
消
尽
し
て
し
ま
う
」
こ
と
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
行

為
一
般
（
読
む
、
祈
る
、
食
べ
る
、
飲
む
）
は
、
客
体
性
の
否
定
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
「
行
為
の
匿
的
」
を
「
純
粋
」
に
実



現
す
る
た
め
に
は
、
パ
ン
や
葡
萄
酒
を
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
と
い
う
行
為
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
宗
教
的
礼
拝
に
お
い
て
は
、
神
み
ず
か
ら
が
可
視
的
な
も
の
と
な
る
と
い
う
直
接
性
が
成
立
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
直

接
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
精
神
性
が
な
り
た
た
な
い
。
こ
の
直
接
性
の
成
立
と
直
接
性
の
否
定
と
い
う
二
つ
の
契
機
が
、
青
年
期
以
来
の
ヘ

ー
ゲ
ル
の
聖
餐
解
釈
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
思
弁
性
固
有
の
「
否
定
」
と
い
う
契
機
（
否
定
的
媒
介
）
を
、
ル
タ
ー
自
身
の
聖
餐
論
の
な
か
に
読
み
込
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
し
て
「
哲
学
史
」
や
「
歴
史
哲
学
」
の
な
か
で
、
こ
れ
を
「
信
仰
（
○
一
過
⊆
げ
窪
）
」
と
「
享
受
（
O
Φ
壼
巴
。
ご
と
表
現
し
、
ル
タ
ー

の
聖
餐
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
が
典
型
的
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
哲
学
史
」
の
つ
ぎ
の
引
用
で
あ
る
。

　
　
〔
ル
タ
ー
の
教
え
で
は
〕
信
仰
と
享
受
に
よ
っ
て
神
的
な
も
の
は
外
面
的
な
事
物
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
信
仰
と
享
受
は
主
観
的
な
精

　
　
神
性
で
あ
り
、
神
的
な
も
の
は
、
主
観
の
精
神
性
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
外
面
的
な
事
物
に
と
ど
ま
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
精
神
的
な
の
で

　
　
（
3
7
）

　
　
あ
る
。

　
「
信
仰
と
享
受
」
に
よ
っ
て
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
が
「
外
面
的
な
事
物
で
は
な
く
な
る
」
、
ホ
ス
テ
ィ
ア
が
食
わ
れ
、
物
と
し
て
は
消
滅
し
て

し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
聖
餐
の
精
神
的
意
味
が
な
り
た
つ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
外
面
性
、
直
接
性
が
否
定
さ
れ
な
け
れ
ぽ
精
神
性
が
な
り
た

た
な
い
。
「
外
面
的
な
事
物
」
を
食
い
つ
く
し
、
神
の
直
接
性
を
否
定
す
る
「
主
観
の
精
神
性
」
こ
そ
が
、
聖
餐
で
強
調
さ
れ
た
「
ル
タ
ー

の
教
え
」
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
外
面
性
な
い
し
客
観
性
の
「
否
定
」
と
い
う
ル
タ
ー
自
身
に
は
思
い
も

よ
ら
な
か
っ
た
契
機
を
ル
タ
ー
に
読
み
込
み
、
そ
れ
を
「
ル
タ
ー
の
教
え
」
と
し
て
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
聖
餐
論
に
対
置
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ル
タ
ー
も
共
に
、
聖
餐
に
お
け
る
神
と
の
直
接
的
で
、
主
体
的
な
接
触
を
介
し
て
初
め
て
宗
教
性
が
な
り
た
つ
と
い
う
核
心

を
共
有
し
な
が
ら
、
そ
の
核
心
の
内
部
で
は
、
神
と
の
直
接
的
な
一
体
感
を
享
受
す
る
と
い
う
神
秘
・
王
義
そ
の
も
の
と
、
否
定
を
媒
介
す
る

こ
と
で
神
と
の
合
一
に
達
す
る
と
い
う
神
秘
主
義
の
精
神
化
と
い
っ
た
、
二
つ
の
対
立
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー

八
九
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〇

　
　
注

（
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
）
引
用
は
以
下
の
略
号
で
示
し
た
。
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り
、
（
）
部
分
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ヘ
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ゲ
ル
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身
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よ
る
補
足
、
あ
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す
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（
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号
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五
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頁
以
下
参
照
。

（
2
）
　
岩
波
、
前
掲
書
、
同
頁
。

（
3
）
　
へ
…
ゲ
ル
は
こ
こ
で
も
、
思
弁
哲
学
の
立
場
か
ら
、
「
カ
ル
ケ
ド
ソ
信
条
」
の
中
核
を
な
し
て
い
る
「
対
立
の
一
致
」
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い
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カ
テ
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リ
ー
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定
位

　
し
て
、
「
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
扁
の
「
ホ
モ
ウ
シ
オ
ス
」
概
念
を
聖
餐
解
釈
の
土
台
に
す
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た
ル
タ
ー
の
偶
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、
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れ
を
単
純
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消
し

　
よ
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す
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ィ
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リ
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徹
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。
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篇
一
曲
章
三
、
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教
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版
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年
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四
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二
頁
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（
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賢
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教
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書
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頁
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1
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書
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九
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、
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頁
。

（
1
8
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ギ
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訳
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文
舎
、
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九
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五
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度
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摘
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い
る
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（
1
9
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フ
ー
プ
、
晶
嗣
掲
書
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、
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五
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（
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、
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掲
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神
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、
ル
タ
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焼
き
菓
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Φ
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内
8
げ
Φ
昌
）
の
比
喩
で
語
る
。
一
五
二
二
年
の
説
教
で
ル

　
タ
ー
は
「
キ
リ
ス
ト
と
の
合
｝
」
を
「
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
　
つ
の
焼
き
菓
子
と
な
る
」
（
ヨ
搾
0
7
凱
ω
欝
ω
①
ヨ
困
仁
。
ゴ
ω
虫
聾
芝
》
．
旨
誌
Q
。
①
■
）
と
表
現
し
た

　
り
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
は
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
同
じ
力
を
も
ち
、
一
つ
の
焼
き
菓
子
で
あ
り
、
全
生
活
に
お
い
て
彼
と
と
も
に
居
住
す
る
」
（
U
餌
§

　
動
ぎ
0
耳
圃
ω
8
コ
ヨ
Φ
屡
0
7
『
讐
讐
虫
。
げ
α
q
①
≦
巴
け
ヨ
凶
け
O
げ
二
ω
叶
P
圃
ω
酔
動
ヨ
片
＝
6
7
二
溢
α
ω
旨
§
ヨ
六
一
繋
目
ひ
q
Φ
o
。
山
B
営
Φ
欝
δ
σ
①
算
ぐ
『
〉
■
H
ρ
H
H
H
し
＆
レ
O
－
一
Q
。
）

　
と
語
っ
た
り
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
「
一
つ
の
焼
き
菓
子
」
の
比
喩
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
は
比
喩
以
上
の
も
の
を
意
味
し
て
い
た
ら
し
い
。
な
ぜ
な
ら
「
焼
き
菓
子
は
小
麦
粉
や

聖
餐
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ル
タ
ー
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バ
タ
ー
、
砂
糖
、
卵
な
ど
い
く
つ
も
の
材
料
を
練
り
合
わ
ぜ
て
つ
く
ら
れ
、
加
え
ら
れ
た
素
材
に
よ
っ
て
は
、
ま
た
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
の
よ
う
に
特
定
の

形
を
造
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
多
様
な
特
色
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ル
タ
ー
は
キ
リ
ス
ト
と
の
合
一
に
よ
っ
て

各
自
が
独
自
な
形
と
味
わ
い
と
を
発
揮
で
き
る
と
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
」
（
金
子
晴
勇
『
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
漏
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

　
二
七
八
頁
以
下
）
。

（
2
5
）
　
○
乏
ト
留
弗
邦
訳
『
懐
疑
主
義
と
哲
学
と
の
関
係
臨
加
藤
、
門
倉
、
栗
原
、
奥
谷
訳
、
未
来
社
、
～
九
九
一
年
、
三
九
頁
。

（
2
6
）
　
こ
の
騒
動
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
ム
の
書
い
た
伝
記
（
閃
煽
自
。
日
頃
p
o
く
ヨ
、
爵
職
国
ミ
職
肋
ミ
壽
鴨
浴
蝕
し
d
①
同
＝
♪
H
O
。
α
圃
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま

　
た
、
こ
の
騒
動
の
な
か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
み
ず
か
ら
が
文
部
大
臣
ア
ル
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
宛
に
提
出
し
た
弁
明
書
が
あ
る
（
O
σ
駿
①
ぎ
Φ
》
鼻
す
ぴ
q
①
≦
①
σ
q
撃

　
α
跨
①
コ
ニ
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財
痛
く
Φ
「
§
α
q
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讐
只
§
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q
島
㊦
二
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3
0
凱
ω
9
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コ
閑
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＝
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q
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P
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B
’
一
。
。
㎝
メ
ω
．
鋒
O
｛
h
邦
訳
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
公
に
侮
辱
し
た
廉
で
出
さ

　
れ
た
審
発
に
つ
い
て
（
～
八
二
六
、
四
、
三
と
『
ヘ
ー
ゲ
ル
批
評
集
舳
海
老
沢
警
一
群
編
、
梓
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
二
五
一
－
二
五
五
頁
）
。

（
2
7
）
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邑
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邑
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○
‘
竃
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ヨ
い
葺
9
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野
望
菊
餌
F
O
冨
こ
さ
適
～
嵩
ト
ミ
、
～
舞
ミ
§
竃
騎
偽
§
駄
ミ
こ
§
魁
ミ
N
§
§
愚
笥
鳴
§
、
嚇
ミ
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き
ω
宕
け
蒔
舞
戸
δ
。
。
。
。
”
ω
．

　
ミ
ゐ
○
。
・

（
2
8
）
　
へ
：
ゲ
ル
の
聖
餐
解
釈
が
ル
タ
ー
派
だ
と
い
う
人
び
と
（
グ
ッ
ツ
や
デ
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ガ
ー
）
は
、
こ
う
し
た
「
否
定
扁
の
契
機
を
見
落
と
し
て
い
る

　
の
で
は
な
い
か
（
本
稿
四
節
参
照
）
。
例
え
ば
、
金
子
武
蔵
氏
は
、
そ
の
訳
書
咽
精
神
現
象
学
』
の
詳
細
な
註
で
、
「
啓
示
宗
教
編
章
の
…
節
（
じ
づ
9
ω
■
鶏
？

鶏
｝
）
を
、
そ
の
段
落
に
出
て
く
る
二
重
『
①
凶
｛
窪
」
と
い
う
言
葉
を
根
拠
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
聖
餐
論
」
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。

　
　
「
司
薦
『
色
｛
象
」
は
、
ル
タ
ー
が
隅
教
会
の
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
喚
の
な
か
で
強
調
し
て
い
た
聖
餐
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
の
言
葉
を
、
キ

　
リ
ス
ト
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
か
ら
だ
を
信
仰
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
聖
体
を
拝
領
す
る
際
の
「
信
仰
の
受
動
性
」
（
金
子
、
一
四
一

　
七
頁
）
を
意
味
す
る
雷
葉
と
し
て
用
い
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
体
内
に
受
け
入
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
と
、
自
分
の
か
ら
だ
と
の
「
同
化
」
と
い
う

　
意
味
で
も
あ
る
。
金
子
氏
は
、
へ
…
ゲ
ル
が
そ
れ
を
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ソ
の
神
学
校
の
と
き
に
受
け
た
講
義
「
ル
タ
ー
の
礼
拝
式
入
門
」
で
の
知
識
を
も
と

　
に
、
ル
タ
ー
派
と
し
て
の
み
ず
か
ら
の
聖
餐
解
釈
に
受
け
入
れ
た
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
（
量
儀
し
。

　
　
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
本
当
に
そ
う
い
う
ル
タ
ー
の
込
め
た
意
味
合
い
を
意
識
し
て
「
じ
弓
尊
話
竃
曾
」
を
使
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ

　
な
ら
そ
の
言
葉
が
含
意
し
て
い
る
「
か
ら
だ
と
の
同
化
」
は
、
直
接
性
の
否
定
を
強
調
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
期
以
来
～
貫
し
た
聖
餐
論
と
は
、
お
よ
そ

相
容
れ
な
い
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
章
末
尾
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
信
徒
が
聖
体
を
拝
領
す
る
こ
と
、
パ
ソ
を
「
食
べ
る
こ

　
と
」
は
、
門
食
い
つ
く
す
扁
こ
と
、
客
観
性
を
否
定
す
る
と
い
う
信
徒
の
主
観
性
、
能
動
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
ル



　
タ
ー
の
「
国
蹟
「
虫
h
Φ
づ
」
を
根
拠
に
、
嶺
該
箇
所
を
聖
餐
と
読
む
こ
と
は
失
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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ク
ル
マ
ン
『
霊
魂
の
不
滅
か
死
者
の
復
活
か
』
岸
千
年
・
間
垣
洋
助
共
訳
、
前
文
舎
、
一
九
六
六
年
、
五
三
頁
。
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3
0
）
　
寓
Φ
ひ
q
Φ
『
警
Φ
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q
δ
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7
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q
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玉
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ω
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P
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ヨ
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昂
昌
Z
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げ
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↓
燭
σ
言
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q
Φ
口
δ
0
8
ω
曜
b
。
O
o
。
．
邦
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』

細
谷
貞
雄
・
岡
崎
英
輔
訳
、
白
水
社
、
一
九
九
八
年
、
八
尺
ー
八
三
頁
。
な
お
、
引
用
に
つ
い
て
は
、
細
谷
・
岡
崎
訳
に
準
拠
し
た
が
、
本
稿
の
文
脈
に

合
わ
せ
る
た
め
、
訳
書
の
訳
文
に
は
必
ず
し
も
従
わ
な
か
っ
た
。
訳
者
の
ご
寛
容
を
乞
う
。
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enquiry　is　about　Being　and　Being’s　structure，　and　concrete　entities　are　taken　into

account　only　to　lay　open　their　Being．　The　relation　between　the　natural　temporality

of　the　motion　of　the　natural　clocl〈　and　the　existential　temporality　of　the　Being－

there　cannot　be　explained　within　the　ontological　horizon　of　Being　and　Time　：　the

temporal　unfolding　of　the　project　of　existence　as　conceived　by　Heidegger　has　little

to　do　with　the　regularity　of　the　spatio－ternporal　process　of　nature．

　　This　confirms　Watsuji　Tetsur6’s　intuition　that　the　lack　of　an　adequate

ontological　analysis　of　space　in　Being　and　Time　is　related　to　the　lack　of　an

adequate　analysis　of　the　social　dimension　of　the　Being－there，　and　shows　one　reason

why　the　second　Heidegger　attributed　an　ontological　function　to　spatiality　equal，　if

not　superior，　to　that　of　temporality．

Hegel’s　and　Martin　Luther’s　Views

　　　pivoting　around　the　Eucharist

　　Between　Enlightenment　and　Mysticism

Atsuko　KOBAYASHI
Research　Student　of　Ethics

Graduate　School　of　Letters

　　　　Kyoto　University

　　This　paper　seeks　to　examine　the　similarity　and　discrepancy　between　Hegel’s

speculation　and　Martin　Luther’s　mysticism，　concerning　Luther’s　discussion　on　the

Eucharist，　that　is，“Real　Presence　of　ChrisV’（Realprasenz　Christi）　or　Consubstantia－

tion．　1　shall　attempt　to　confirm　if　Luther’s“Real　Presence　of　Christ”or　Consub－

stantiation　in　which　Kegel　found　speculative　character，　actually　coincides　with

Hegel’s　own　standpoint，　including　it’s　negativity．

　　Hegel　consistently　persists　it　is　Luther’s　standpoint　that　place　in　contrapositionr

the　Eucharist　of　the　Catholic　Church　and　that　of　the　Reformed　Church．　in　several
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

lectures　at　Berlin　university　such　as　philosophy　of　religion，　philosophy　of　world－

history　and　history　of　philosophy．

　　Luther　defended　tlte　doctrine　of　Consubstantiation．　to　which　after　the　consecra一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

tion　both　the　bread　and　wine　and　the　Body　and　Blood　of　Christ　coexisted．　H．

Zwingli，　on　the　other　hand，　understood　the　doctrine　in　terms　of　Enlightenment，　and

affirmed　that　the　Lord’s　Supper　was　primarily　a　memorial　rite，　and　that　there　was

5



nO　Change　ln　the　elementS　WhatSOeVer．

　　As　for　this　great　controversy　on　the　Eucharist，　Hegel　usually　manifests　he

himself　takes　sldes　witll　Luther’s　interpretation．　Hegel　finds　self－expression　or

self・estrangement　of　the　Absolute　in　Luther’s“ReaI　Presence　of　Christ”，　and　the

logical　structure　of　Luther’s　Consubstantiation　coincides　well　with　Hegers　specula－

tiOn．

　　The　doctrine　of　Transubstantiation　fn　Ca亡hoiicism　holds亡hat　the　Eucharist

universally　conveyed　to　the　be1圭ever　the　Body　and　Blood　of　Christ　irrespective　of

the　communicanゼs　belief　or　sentiment．　Hegel　regards　this　as　a　superstition　that

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆるadheres　to　the“externality”（AuBerlichkeit），　referring　to　an　example　of“excre－

tions　of　mouse”ln　his　lectures　on　the　history　of　philosophy．

　　Against　this　Transubstantiat1on，慕egel　offers　positive　support　to　Luther’s　asser－

t｛on　on　the　Eucharist　that　claims　that　Host　is　not　the　Body　and　Blood　of　Christ，　but

just　a　piece　of　bread　and　a　drop　of　wine．　The　bread　and　wine　will　have　validity　as

Host，　only　when　they　are　accepted　with　an　unwavering　faith　of　the　believer．

　　Both　Hegel　and　Luther　understand　relig玉osity　is　realized　through　direct　and

subjective　contact　with　God　in　the　Eucharist，　however，　they　show　opposing　stand－

point，　that　is，　while　Luther　maintains　mysticism　that　enjoy　direct　oneness　with

God，　whereas　Hegel　asserts　spiritualizat｛on　of　mysticism　that　realizes　unity　with

God　through　negativity。

6


