
  

    

 
 

所
属
す
る
共
同
体
の
手
に
渡
っ
た
と
き
に
原
始
キ
リ
ス
 

ト
 教
の
内
外
に
お
け
る
よ
り
 

ル
 広
汎
な
奇
跡
物
語
伝
承
の
流
れ
の
中
で
占
め
て
い
た
 

位
置
と
、
担
っ
て
い
た
機
能
と
を
探
る
こ
と
が
本
稿
の
 

 
 

 
 

Ⅹ
 

け
 

お
 

蔀
 
本
論
の
前
に
、
方
法
論
上
の
反
省
を
少
し
加
え
て
 

お
き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
福
音
書
（
と
り
わ
け
 

共
 観
 福
音
書
）
に
限
っ
て
み
て
 

 
 

 
 

観
点
か
ら
イ
エ
ス
伝
承
に
 
に
き
れ
た
各
共
観
福
音
書
記
の
 

、
 、
 注
 
5
4
(
 

 
 

目
し
て
も
そ
の
多
様
性
は
全
く
変
り
が
な
い
。
そ
し
て
、
 

私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
最
近
の
伝
承
史
的
・
 

様
 武
史
的
研
究
の
赴
勢
は
 

ュ
 

 
 

資
料
 
 
 
 
  
 そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
資
料
を
伝
承
史
的
 
様
式
史
的
に
考
察
し
、
そ
れ
 

い
わ
ゆ
る
「
し
る
し
資
料
」
に
福
音
書
記
者
ヨ
ハ
ネ
が
 加
 え
た
新
た
な
意
味
と
機
能
と
を
、
ま
た
、
そ
の
必
然
性
 を
 彼
が
置
か
れ
て
い
た
 

（
 
リ
 
マ
 
@
 

頴
に
 可
能
な
限
り
編
集
史
的
な
視
点
か
ら
接
近
す
る
こ
 と
を
試
み
た
。
す
な
 ね
 ち
、
イ
エ
ス
の
奇
跡
物
語
が
そ
こ
 に
 遡
る
と
考
え
ら
れ
る
 

  

第 た極 論 言 @ こ 

め と 四 
て っ 福   ヨ 
約 定 に 
な 的 な / Ⅱ 

命 に け 
頭 重 る 

と 大 々 

が な ェ 

こ 間 ス 
の 題 の 
福 で 奇 
昔 あ 跡 

  
書 る は を 
め こ そ 

  
ぐ め れ 
る 問 を 
現 題 積 

@ け 

在 を 極 
る 

の め 的 
論 ぐ か 

争 る ・ Y 肖 

全 R 極 

し 「 

体 ・ 的 
る 

を ブ か 
規 ル の 

し 

定 ト い 
し マ ず 

資 

て ン れ 
料 
」 

に評価 の命題いる。（ ） l 大 

する 私はと、 貫 す で・ E  せ @c 
に ケ よ 
他 l 、 
の ゼ こ 

場 マ の   
て に キ 
こ 対 リ 

0 畳 ス 

間 し ト 



遡
源
し
て
ゆ
く
と
、
伝
承
の
最
古
の
層
で
は
い
か
な
る
 意
味
で
も
一
定
の
共
同
体
の
生
に
奉
仕
し
得
る
よ
う
な
 機
 能
を
読
み
取
る
こ
と
が
 

 
 

で
づ
 

 
 

に 局 各 行 う 同 
す わ 面 々 早 な 一 

の
 共
同
体
が
、
前
者
を
例
え
 ぱ
 復
活
記
念
祭
の
礼
拝
に
 お
い
て
、
後
者
を
よ
り
日
常
的
な
 パ
 ネ
レ
ー
ゼ
の
た
め
に
 用
い
た
と
い
う
よ
 

こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
（
 

5
 ）
更
に
、
奇
跡
物
語
伝
承
も
、
そ
れ
 が
 対
外
的
伝
道
や
論
争
（
 護
教
 ）
や
説
教
に
仕
え
る
べ
 き
 明
確
な
機
能
を
 

さ
れ
た
後
の
段
階
に
お
い
て
は
、
同
じ
共
同
体
に
よ
っ
て
 担
わ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
多
様
な
 々
 エ
 ス
伝
承
も
そ
の
 

に
 明
白
に
一
定
の
共
同
体
の
生
に
仕
え
る
機
能
が
読
み
取
 ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
多
様
性
は
担
い
手
た
 る
 共
同
体
の
生
の
 

が
 同
様
に
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
と
し
 て
 説
明
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
の
説
明
が
伝
承
 史
の
空
間
の
全
体
 

た
っ
て
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
 

は
 ね
ち
、
本
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
、
 奇
 勘
物
語
伝
承
、
と
り
わ
け
癒
の
奇
跡
物
語
伝
承
を
伝
承
 史
 的
に
可
能
な
限
り
 

式
と
 機
能
（
「
生
活
の
座
」
）
と
担
い
手
を
、
あ
る
い
は
 

離
れ
て
、
あ
る
い
は
維
持
し
て
、
新
た
な
様
式
と
機
能
と
 担
い
手
へ
と
不
断
に
翻
 

訳
 き
れ
て
ゆ
く
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
ケ
ー
 り
 ュ
 グ
マ
伝
承
と
受
難
・
復
活
物
語
伝
承
の
よ
う
に
内
容
的
 に
 関
連
し
合
う
イ
エ
ス
 

 
 

伝
承
の
場
合
は
も
と
よ
り
、
受
難
・
復
活
物
語
伝
承
と
 こ
と
は
伝
承
の
場
合
の
よ
う
に
文
学
的
に
極
め
て
差
の
大
 き
ハ
 イ
ェ
ス
伝
承
も
 、
 

お
い
て
、
相
異
な
っ
た
イ
ェ
ス
伝
承
が
同
一
の
共
同
体
 に
よ
っ
て
同
時
的
に
相
異
な
る
複
数
の
「
生
活
の
座
」
の
 中
で
担
わ
れ
た
と
い
う
 

こ
と
は
当
然
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
空
間
は
 、
 互
い
に
相
異
な
る
イ
エ
ス
伝
承
が
複
雑
多
岐
に
交
錯
 し
 合
い
各
々
が
元
来
の
様
 

と
い
う
事
実
が
す
で
に
、
何
よ
り
も
雄
弁
な
反
証
を
提
 供
し
て
い
る
。
福
音
書
以
前
の
伝
承
史
の
空
間
に
お
い
て
 も
そ
の
一
定
の
段
階
に
 

こ
と
か
ら
、
異
な
っ
た
複
数
の
担
い
手
を
想
定
す
る
こ
と
 で
 説
明
す
る
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
 。
勿
論
、
私
は
そ
こ
か
 

㎎
 
)
 

ら
 多
様
な
イ
エ
ス
伝
承
の
す
べ
て
 

各
、
、
、
、
、
、
，
ミ
 

力
 常
に
相
異
な
る
 

@
 

々
の
担
い
手
を
独
立
に
持
っ
て
い
た
筈
だ
と
考
え
る
わ
け
 で
は
な
い
。
実
際
、
そ
 
び
 

れ
ら
多
様
な
イ
エ
ス
伝
承
を
同
じ
ひ
と
り
の
各
福
音
書
 記
者
が
福
音
書
と
い
う
統
一
的
な
ま
と
ま
り
に
お
い
て
わ
 れ
わ
れ
に
伝
承
し
得
た
 

 
 

伝
承
に
お
け
る
イ
エ
ス
像
の
こ
の
多
様
性
を
、
同
一
の
 担
い
手
の
相
異
な
る
複
数
の
「
生
活
の
座
」
に
対
応
す
る
 現
象
と
し
て
説
明
す
る
 



会
 と
へ
帰
還
さ
せ
る
人
格
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
す
れ
 

ぱ
 、
後
考
に
と
っ
て
は
家
族
的
・
血
縁
的
同
胞
関
係
を
放
 

棄
 し
て
自
己
に
信
徒
 

す
 

べ
き
こ
と
を
求
め
る
人
格
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
」
乱
る
。
伝
承
が
い
ま
だ
共
同
体
的
に
組
織
化
・
機
能
 

翻
 

化
さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
す
で
に
イ
ェ
ス
理
解
の
 

る
 
。
こ
れ
は
伝
承
史
的
に
一
般
化
し
て
云
え
ば
次
の
よ
う
（
 

8
 
）
 

、
、
、
 

 
 

仕
 れ
 ば
 、
こ
の
多
様
性
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ
 

き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
が
、
「
同
一
の
共
同
体
の
相
 

異
な
る
複
数
の
生
活
の
座
」
 

%
 
 
か
ら
は
説
明
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
 

で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
上
に
述
べ
た
説
明
の
仕
方
 

の
 限界
が
あ
る
わ
け
で
あ
 

書
㈹
 
る
 。
こ
の
問
は
む
し
ろ
、
 

称
訃
か
 
心
か
金
幣
 

朴
 卜
 説
明
さ
れ
る
他
は
な
い
。
す
な
 

ね
 ち
、
各
々
の
担
い
手
の
 

主
 に
密
着
し
た
利
害
状
況
と
 

  

 
 

ハ
従
 

卸
 価
値
理
念
に
お
け
る
差
違
、
ま
た
、
そ
の
両
者
の
 

て
一
言
で
云
え
ば
社
会
層
の
差
違
か
ら
説
明
 

 
 

 
 

 
 

ネ
っ
 

 
 定

の
社
会
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
 

る
な
ら
ば
 

ハ
 他
の
奇
跡
物
語
伝
承
を
も
含
め
て
以
後
の
様
 

式
 変
化
の
歴
史
（
様
式
 

3
 

 
 

で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
云
わ
ば
、
伝
承
と
し
て
の
 「
生
活
の
座
」
が
消
失
す
る
。
（
 

6
 ）
こ
の
関
連
で
、
 G
.
 タ
イ
 セ

ン
 が
こ
と
は
伝
承
の
 

 
 

最
古
の
層
の
中
に
い
ま
だ
共
同
体
的
に
特
定
の
機
能
を
 付
与
さ
れ
る
以
前
の
、
伝
承
が
そ
の
担
い
手
の
な
ま
の
 生
 に
よ
り
密
着
し
て
い
た
 

 
 

 
 

定
の
共
同
体
の
生
活
の
 

中
に
特
定
の
座
を
付
与
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
共
同
体
 の
生
の
中
に
組
織
化
さ
れ
、
機
能
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
 こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
 

は
 伝
承
の
そ
れ
以
前
の
担
い
手
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
に
 ひ
と
つ
の
客
観
化
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
癒
の
奇
跡
 物
 語
 伝
承
に
つ
い
て
も
こ
 

の
よ
う
な
機
能
化
・
客
観
化
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
が
い
 ま
だ
共
同
体
に
組
織
さ
れ
て
は
い
な
い
担
い
手
の
よ
り
 な
ま
な
生
の
願
望
に
密
 

着
し
て
い
た
段
階
を
伝
承
の
最
古
の
層
に
確
認
す
る
こ
 と
が
で
き
る
。
 

し
か
し
、
癒
の
奇
跡
物
語
伝
承
と
こ
と
は
伝
承
は
 

、
各
、
、
 

、
 

々
の
最
初
期
の
担
い
手
の
生
そ
の
も
の
に
密
着
し
て
い
た
 

 
 

 
 伝

承
 層
 に
お
い
て
、
互
い
に
対
照
的
な
イ
エ
ス
理
解
を
 内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
と
っ
て
イ
エ
ス
は
 癒
 さ
れ
た
者
を
家
族
と
社
 



  

史
 ）
は
単
に
機
能
変
化
（
「
生
活
の
座
」
の
変
化
）
の
 視
 点
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
担
い
手
の
社
会
層
上
の
変
化
 の
 視
点
か
ら
も
分
析
さ
 

（
 
0
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
奇
跡
物
語
伝
承
 こ
 そ
は
 様
々
な
イ
ェ
ス
伝
承
の
中
で
最
も
激
し
く
様
式
変
化
 ・
機
能
変
化
を
示
す
も
 

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

奇
跡
物
語
の
伝
承
の
歴
史
は
、
同
時
に
奇
跡
物
語
と
い
，
 

従
っ
て
 、
 私
は
以
下
の
本
論
に
お
い
て
、
 

先
づ
 奇
跡
初
五
 っ

 様
式
の
変
化
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
奇
跡
初
五
 

沖
 
伝
承
を
様
式
史
的
に
分
析
し
て
伝
承
の
相
異
な
る
幾
つ
 

巾
の
様
式
 丈
 に
は
、
 い
 

か
の
層
と
様
式
に
 区
 

介
 し
よ
う
。
そ
し
て
、
各
々
の
層
と
様
式
か
ら
構
成
的
 に
 抽
出
さ
れ
る
限
り
で
の
エ
ー
ト
ス
と
最
も
適
合
的
な
社
 会
 層
を
、
同
時
代
、
 
あ
 

る
い
は
相
前
後
す
る
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
と
キ
リ
ス
ト
 教
の
中
に
認
め
ら
れ
る
歴
史
的
類
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
つ
 つ
 可
能
な
限
り
に
お
い
 

て
 探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
 

，
 （
 
1
 
t
 

）
 

Ⅹ
 

わ
ゆ
る
様
式
史
的
方
法
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
 R
.
 ブ
 ル
ト
マ
ン
と
 M
.
 

デ
ィ
 

ヴ
ェ
り
ウ
ス
 
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
 た
と
こ
ろ
の
、
様
式
 変
 

 
 

は
 、
こ
こ
で
は
、
当
面
の
課
題
に
関
連
し
て
く
る
主
要
な
 四
つ
の
法
則
を
確
認
し
 

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 

第
一
に
、
伝
承
の
若
い
層
に
帰
属
す
る
奇
跡
物
語
に
お
 い
て
は
、
よ
り
古
い
層
で
の
そ
れ
に
比
較
し
て
、
奇
跡
付
 為
に
お
け
る
イ
ェ
ス
 

の
 イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
（
主
導
性
）
が
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
。
 こ
 の
 法
則
は
、
 

R
.
 

ブ
ル
ト
マ
ン
が
彼
の
云
う
「
ア
ポ
 フ
 テ
 グ
マ
」
に
つ
い
て
 明
 

ニ
 
つ
か
に
し
て
い
る
Ⅰ
も
の
で
 も
七
の
抗
 

ネ
 
り
 
、
（
 

）
Ⅰ
奇
跡
物
語
伝
承
に
 

3
 

限
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
新
約
聖
書
中
 の
 奇
跡
物
語
で
こ
の
 法
 

則
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
「
奇
跡
的
 
施
 食
物
 語
 」
で
あ
っ
て
、
マ
ル
コ
六
・
三
四
 z
 四
四
、
 
ハ
 ・
 一
 t
 九
 、
ヨ
ハ
ネ
六
・
一
 

で
一
四
の
順
に
 、
 特
に
各
々
の
冒
頭
に
お
け
る
群
衆
へ
の
 施
 合
の
必
要
性
を
説
明
す
る
本
文
を
比
較
す
れ
ば
足
り
 る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
コ
 

（
Ⅱ
）
 

六
 
，
三
五
、
三
六
で
は
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
 群
衆
が
食
物
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
 マ
ル
コ
 ハ
 ・
一
 f
 三
で
 

(550)  4 



略
 に
対
し
、
そ
の
並
行
本
文
マ
タ
イ
 

ハ
 ・
 
ニ
、
 
ル
力
 
五
 ・
一
二
で
は
共
に
「
主
 

よ
 」
（
 

h
G
 

も
（
 

C
 が
付
加
さ
れ
て
い
 

る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
と
 

金
 

㈹
 く
 同
じ
現
象
が
マ
ル
コ
 

セ
 ・
三
八
（
ス
ロ
・
フ
ェ
 

-
 
一
キ
ァ
 

の
女
の
娘
の
癒
）
か
ら
マ
タ
イ
一
五
・
二
五
の
間
 

で
 生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
 

明
 

書
音
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
盲
人
の
癒
の
奇
跡
を
福
甘
い
の
に
対
し
て
、
マ
ル
コ
 

一
 
0
.
 

四
六
 

!
 五
二
で
は
 

 
 

 
 

 
 び

か
け
ら
れ
、
こ
れ
は
更
に
マ
タ
 

イ
 に
お
け
る
並
行
本
 

文
二
 

0
.
 

三
 0
 、
三
一
で
は
、
「
主
よ
、
ダ
ビ
デ
の
子
 

よ
 」
 
（
 
打
 
。
Ⅰ
 

か
 Ⅰ
Ⅰ
な
り
 

ヒ
黛
守
 

㌧
 
簿
 
）
 5  (551) 

用
 

第
二
に
、
と
り
わ
け
癒
の
奇
跡
物
語
に
お
い
て
は
 、
イ
エ
ス
が
 ィ
ニ
シ
テ
チ
ブ
 を
執
ら
ず
、
む
し
ろ
、
 癒
 を
 願
 う
 考
の
側
か
ら
呼
び
か
 

資
 

 
 

論
 的
な
尊
称
を
含
む
も
の
は
含
ま
低
い
も
の
に
比
較
し
 て
 伝
承
の
よ
り
若
い
 層
へ
帰
 

ル
 
属
す
る
。
こ
の
法
則
は
、
マ
ル
コ
一
・
四
 0
 
 （
ラ
イ
 病
人
へ
の
 癒
 ）
で
は
、
イ
エ
ス
に
対
す
る
呼
び
か
け
に
 尊
称
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
 

っ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
法
則
の
視
点
か
ら
注
意
さ
れ
る
べ
 き
で
あ
る
（
特
に
二
 0
.
 
一
 0 、
二
八
・
八
）
。
 

白
 
（
六
節
 
C
 ）
で
あ
る
。
ま
た
、
明
ら
か
に
 へ
 レ
ニ
ズ
 ム
的
領
域
で
の
奇
跡
物
語
伝
承
で
あ
る
使
徒
行
伝
 ニ
 0
.
 セ
 ?
 
 
一
二
、
二
八
・
三
 

!
 六
に
保
存
さ
れ
た
パ
ウ
ロ
に
関
す
る
二
つ
の
奇
跡
物
証
 
呵
 （
 ュ
 テ
コ
小
湊
 活
と
 マ
ム
シ
の
奇
跡
）
に
お
い
て
も
 パ
 ウ
ロ
の
主
導
性
が
強
ま
 

足
 な
え
の
そ
れ
と
を
同
じ
視
点
か
ら
比
較
す
る
こ
と
が
 で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
後
考
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
 々
ヱ
 シ
ア
チ
 フ
 の
拡
大
は
明
 

り
 出
さ
れ
て
き
た
モ
デ
ル
に
す
ぎ
な
い
。
更
に
、
マ
ル
 コ
ニ
 ・
 一
 
!
 
一
二
申
の
中
風
患
者
の
治
癒
の
奇
跡
物
語
と
 ヨ
ハ
ネ
五
・
二
 !
 九
の
 

よ
う
な
求
め
は
一
切
行
わ
れ
ず
、
癒
は
た
だ
「
神
の
み
 わ
 ざ
が
彼
の
上
に
現
わ
れ
る
た
め
」
（
三
節
）
に
の
み
 行
 わ
れ
、
当
の
盲
人
は
借
 

 
 

は
 両
者
の
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
。
 

コ
 ル
ネ
六
・
五
、
上
 ハ
に
 至
っ
っ
て
は
、
イ
エ
ス
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
彼
の
明
 確
 な
る
意
図
に
出
る
も
 

の
で
あ
る
こ
と
が
挿
入
夫
（
六
節
）
を
も
っ
て
明
言
さ
れ
 て
い
る
。
そ
の
他
、
同
様
に
イ
ェ
ス
に
よ
る
盲
人
の
治
 癒
の
奇
跡
を
報
告
す
る
 

マ
ル
コ
 ハ
 ・
二
三
 で
 二
六
か
ら
ヨ
ハ
ネ
九
・
一
 
?
 八
へ
同
 一
の
法
則
を
確
認
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
 う 。
す
な
わ
 ち
二
 マ
ル
コ
 ハ
 ・
三
三
 

!
 二
六
で
は
イ
ェ
ス
は
癒
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
 ろ
が
、
ヨ
ハ
ネ
九
・
一
 
?
 八
で
は
当
の
盲
人
か
ら
も
彼
の
 周
囲
の
者
か
ら
も
そ
の
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/ Ⅰ 

四 
る 採 る 申 、 一 

と 

一 へ 文 を タ 

イ       
に 。 る る ね 元 奇 ョ 、 、 の帰還 におい 比較 検 マルコ 癒され つんぼ 男 れた にあた 例えば 

て 計 一 た の へ っ マ 跡 
O 

一 そ 。 い 
四 れ こ は 

      
飾 る の   ハ 五た失る ネま （ も す 0 ・への） 勇男のて 、               

(552)@ 6 



  

     
 料

 

資
 

し
 

 
 

し
 

 
 

る
 

け
 

お
 

 
 

 
 書

 

土
日
 

福
 

 
 

え
 よ
 う
 。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
で
あ
る
「
し
る
し
 資
料
」
に
お
け
る
奇
跡
物
語
は
、
こ
の
理
念
型
に
 、
勿
 諭
 そ
の
す
べ
て
の
様
式
 

上
の
要
件
を
満
足
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
接
近
し
て
 い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
デ
ィ
 ヴ
ヱ
 
リ
ウ
ス
が
好
ん
で
 第
四
福
音
書
の
奇
跡
 物
 

（
 
9
 
I
 ）
 

語
を
取
り
上
げ
る
の
は
理
由
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

逆
に
原
型
は
次
の
よ
う
な
様
式
上
の
特
徴
を
備
え
る
こ
 と
に
な
ろ
う
。
㈲
イ
ェ
ス
は
外
部
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
る
 。
そ
の
呼
び
か
け
に
 

キ
リ
ス
ト
論
的
尊
称
は
含
ま
れ
な
い
。
㈲
奇
跡
そ
れ
 自
 休
は
特
に
強
調
さ
れ
ず
、
癒
さ
れ
た
者
へ
の
関
心
が
最
後
 ま
で
持
続
す
る
。
彼
に
 
7
 

力 ル穿   
ぅ 余 乗 誇 上 に 「 た で て     もり ち 

一 O 音 

」 、 て れ 一 五 ㌫ 

ら @ O 三 %   
  

  
ヴ 分 " キ ・ ェ に え 私 " ィに " 族イ 不偏                             
ヱ 折 り 社 ス 通 る は さ、 土 ョ     

に 払 れ 会 パ え （ 
よ つ る も ㈲ ら   



  

  
  
  

次
に
こ
の
原
型
に
自
己
を
客
観
化
（
対
象
化
）
し
て
い
 る
 エ
ー
ト
ス
と
、
そ
れ
に
最
も
適
合
的
な
社
会
層
が
問
わ
 れ
な
く
て
は
な
ら
な
 

 
 

い
 。
こ
こ
に
は
、
奇
跡
に
対
し
て
こ
と
は
伝
承
が
付
与
し
 

 
 

的
な
理
念
が
全
く
欠
け
 

 
 

れ
 %
 は
 な
ら
な
い
。
ま
た
、
 
G
.
 シ
レ
が
、
よ
り
歴
史
 的
 視
点
か
ら
、
お
そ
ら
く
 北
 ガ
リ
ヤ
ラ
地
方
に
遡
る
と
 思
 わ
れ
る
最
古
の
奇
跡
 物
 

（
 
2
3
 

2
 ）
 

語
 伝
承
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
論
的
動
機
が
極
め
て
 乏
 し
 い
 こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
、
私
が
理
念
 型
的
 視
点
か
ら
構
成
し
 

た
 原
型
の
特
徴
と
奇
し
く
も
符
号
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
 り
 、
こ
の
原
型
は
 、
 単
に
論
理
的
な
意
味
に
お
い
て
の
 み
で
は
な
く
、
歴
史
的
 

意
味
に
お
い
て
も
歴
史
の
イ
エ
ス
に
最
も
近
づ
く
も
の
 と
 云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

対
す
る
イ
エ
ス
に
よ
る
家
族
・
社
会
へ
の
帰
還
（
復
帰
）
 命
令
を
も
っ
て
終
る
。
㈱
イ
エ
ス
の
キ
リ
ス
ト
論
的
 偉
 大
 ・
栄
光
・
権
威
を
強
 

謁
 す
る
た
め
の
、
群
衆
と
当
事
者
の
歓
呼
と
か
、
奇
跡
 が
 彼
ら
に
及
ぼ
し
た
印
象
の
報
告
が
欠
け
る
。
こ
の
よ
 う
 な
原
型
は
、
様
式
的
に
 

は
す
で
に
そ
れ
と
し
て
は
奇
跡
物
語
と
呼
び
難
い
も
の
で
 あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
本
質
的
に
は
、
 理
念
型
的
構
成
 物
 、
 す
 

は
 ね
ち
、
あ
く
ま
で
も
方
方
論
的
概
念
で
あ
る
か
ら
、
 そ
 れ
を
早
急
に
歴
史
的
に
実
体
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 。
し
か
し
、
そ
れ
を
 有
 

効
な
 物
差
し
（
素
田
手
段
）
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
 よ
り
、
現
実
に
福
音
書
中
に
保
存
さ
れ
た
多
様
な
奇
跡
 物
 語
の
申
か
ら
、
伝
承
 史
 

的
に
最
も
古
い
層
で
の
最
も
素
朴
な
様
式
に
比
較
的
に
 近
い
も
の
を
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
マ
ル
コ
一
・
四
 0
!
 四
四
（
ラ
イ
病
人
 

の
癒
 ）
 、
ハ
 ・
三
三
 !
 二
六
（
 ベ
ッ
 サ
イ
ダ
の
盲
人
の
癒
 ）
 、
 及
び
ル
力
 一
セ
 ・
一
一
 !
 一
九
（
 一
 0
 人
の
 テ
 ィ
 病
 人
の
癒
。
但
し
 、
一
セ
、
 

八
節
を
除
外
）
（
 

四
 ）
が
そ
れ
で
あ
る
。
更
に
、
マ
ル
コ
ニ
 ，
 一
 !
 一
二
（
中
風
患
者
の
癒
）
を
 、
六
 !
 一
 0
 節
を
除
 外
し
た
形
で
加
え
る
こ
 

 
 

0
2
 

四
四
と
ル
カ
 

一
セ
 ・
一
二
 ｜
 一
九
は
 

R
.
 

ブ
ル
ト
 

マ
ン
も
指
摘
す
る
と
お
 

り
、
 

（
 
弗
 ）
ラ
 イ
 病
人
が
病
 い
 回
復
し
て
社
会
に
復
帰
す
る
た
 め
に
は
祭
司
に
よ
る
認
定
を
必
要
と
す
る
と
い
う
レ
ビ
 記
 一
 三
、
一
四
章
の
規
定
 

を
 所
有
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
ユ
ダ
ヤ
教
の
地
盤
で
の
み
 て
 解
 可
能
な
内
容
を
含
む
（
マ
ル
コ
一
・
四
四
と
ル
力
一
セ
 ・
一
四
）
。
す
な
 
む
 ち
 、
 

こ
れ
ら
二
つ
の
奇
跡
物
語
は
そ
れ
ら
が
前
提
し
て
い
る
 歴
 史
的
条
件
に
即
し
て
見
ら
れ
て
も
非
常
に
古
い
伝
承
の
 層
 に
属
す
る
と
考
え
る
 

こ れ 7 8 



  

に
対
す
る
態
度
は
徹
底
的
に
否
定
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
四
）
 

そ
 こ
に
は
固
有
な
意
味
で
の
癒
の
奇
跡
物
語
は
存
在
せ
ず
 

、
ラ
ビ
的
な
意
味
で
の
 

9
 

落
 
甜
然
 い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
社
会
層
は
ラ
ビ
 
な
の
で
あ
る
。
 

層
 と
は
 
決
 定
 的
に
異
な
る
。
何
故
な
ら
、
ラ
ビ
文
献
か
ら
見
る
限
 

リ
 ラ
ビ
層
の
癒
の
奇
跡
行
為
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書
は
 
会
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
 

原
型
に
あ
ら
ゆ
る
統
一
的
な
神
学
理
念
、
価
値
理
念
が
 

欠
け
て
く
る
の
は
む
し
ろ
 

当
 

  ける「しるし 資料」 

わ
れ
る
。
生
の
全
域
を
規
定
す
る
よ
う
に
統
一
的
な
価
 値
 理
念
を
構
成
し
得
る
た
め
に
は
、
人
は
そ
の
理
念
が
そ
 こ
か
ら
反
省
的
に
構
築
 

さ
れ
て
く
る
た
め
の
一
定
の
質
を
維
持
し
た
持
続
的
な
社
 全
的
生
活
体
験
を
必
要
と
す
る
。
社
会
と
家
庭
と
か
ら
 儀
礼
的
に
遮
断
さ
れ
る
 

 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
生
活
体
験
が
断
片
化
さ
れ
る
と
 こ
ろ
で
は
統
一
的
な
価
 

 
 

値
 理
念
の
 、
 従
っ
て
統
一
的
、
有
機
的
な
エ
ー
ト
ス
の
 構
成
は
難
し
い
。
癒
の
奇
跡
物
語
伝
承
が
そ
の
最
初
期
に
 お
い
て
そ
の
よ
う
な
 社
 

0
 日
常
的
同
胞
関
係
の
外
側
へ
呼
び
出
す
人
格
で
は
な
い
 。
癒
さ
れ
よ
う
と
欲
す
る
者
は
癒
と
い
う
明
確
な
る
 御
 利
益
を
 、
 求
め
て
 々
ェ
 

ス
 の
も
と
へ
赴
き
、
癒
さ
 た
 後
は
家
族
と
社
会
へ
復
帰
す
 る
 。
そ
こ
に
は
価
値
観
の
断
絶
は
生
じ
な
い
。
従
っ
て
 、
こ
の
原
型
全
体
を
支
 

え
る
 エ
ー
ト
ス
は
明
ら
か
に
功
利
的
、
御
利
益
宗
教
的
な
 そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
担
い
手
と
し
て
は
、
社
会
復
帰
 と
 家
族
関
係
の
回
復
が
最
 

大
の
願
望
（
価
値
）
で
あ
る
よ
う
な
社
会
層
、
す
な
わ
 ち
、
 ラ
 イ
 病
患
者
に
典
型
的
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
家
庭
 と
 社
会
と
か
ら
儀
礼
的
 

に
 遮
断
さ
れ
て
い
る
か
、
常
に
そ
の
よ
う
な
遮
断
の
対
象
 と
な
り
か
れ
な
い
危
険
に
不
安
定
に
曝
さ
れ
た
社
会
的
 最
下
層
を
考
え
な
け
れ
 

は
 な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
 に
お
い
て
「
収
税
人
や
罪
人
」
と
い
う
標
語
で
代
表
さ
れ
 た
 「
地
の
民
」
と
一
致
 

す
る
。
勿
論
、
こ
の
層
が
彼
ら
の
功
利
的
・
御
利
益
 宗
 教
 的
な
願
望
を
ど
こ
ま
で
統
一
的
、
有
機
的
な
エ
ー
ト
ス
 と
し
て
育
て
得
た
か
ど
 

う
か
は
、
従
っ
て
彼
ら
を
ど
こ
ま
で
厳
密
に
社
会
学
的
 な
 意
味
で
固
有
な
社
会
層
と
看
 徴
 し
得
る
か
否
か
は
問
題
 

 
 

私
に
は
、
統
一
的
、
有
機
的
な
エ
ー
ト
ス
が
十
分
に
は
 見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
こ
の
層
に
特
徴
 的
な
こ
と
の
よ
う
に
 思
 

て
い
る
。
イ
ェ
ス
は
こ
こ
で
は
、
 

よ
 う
 に
人
々
に
価
値
観
の
統
一
的
、
根
源
的
な
変
革
を
 

迫
っ
て
、
家
族
・
社
会
 



  

  

吋
 ㍗
。
 ， 

癒
の
奇
跡
物
語
が
こ
の
新
た
な
段
階
に
お
い
て
付
与
さ
 れ
た
新
し
い
「
生
活
の
座
」
の
 う
ぢ
 主
要
の
も
の
の
ひ
と
 つ
は
、
共
同
体
の
説
 

（
ー
）
 

い
る
の
で
あ
る
。
 

共
同
体
に
お
け
る
特
定
の
「
生
活
の
座
」
を
想
定
す
る
 

な
組
織
化
と
機
能
化
を
免
れ
て
個
々
別
々
に
伝
承
さ
れ
 

こ
の
よ
う
な
段
階
と
根
本
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
 

れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
奇
跡
物
語
が
、
そ
の
伝
承
の
進
展
 

同
体
の
生
の
中
へ
云
わ
 ぱ
 「
教
会
化
」
さ
れ
る
段
階
で
 

語
の
伝
承
史
を
分
析
す
る
場
合
に
は
決
定
的
に
重
要
な
 こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
段
階
の
奇
跡
 物
旺
 輻
 は
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
的
 

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
 

な
ら
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
直
接
に
関
連
の
な
い
 形
で
個
々
別
々
に
伝
承
さ
 

の
 過
程
に
お
い
て
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
内
部
へ
取
り
込
ま
 れ
て
ゆ
き
、
一
定
の
共
 

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
段
階
を
可
能
な
限
り
明
確
に
区
別
 し
て
ゆ
く
こ
と
が
奇
跡
 物
 

の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
認
識
を
 E
.
 

ト
ロ
 

ク
メ
 と
田
川
建
三
に
負
っ
て
 

「
信
仰
」
、
す
な
 ね
 ち
、
律
法
の
遵
守
を
勧
め
る
一
種
の
 ア
ポ
 フ
テ
グ
マ
ヘ
 
変
形
さ
れ
た
形
で
の
自
然
奇
跡
物
語
が
 僅
か
に
認
め
ら
れ
る
に
 

（
 
鴇
 ）
 

す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
自
然
奇
跡
は
当
事
者
の
「
信
仰
 」
（
律
法
遵
守
）
の
自
然
大
の
有
効
証
明
と
看
 徴
 さ
れ
る
 。
勿
論
、
ラ
ビ
文
献
が
 

歴
史
的
に
ど
の
時
点
に
ま
で
遡
り
得
る
の
か
は
、
他
で
 も
 常
に
そ
う
で
あ
る
よ
 う
 に
こ
こ
で
も
ま
た
問
題
と
な
ろ
 ぅ
 。
だ
が
、
「
信
仰
」
 

と
 自
然
奇
跡
と
の
こ
の
よ
う
な
意
味
内
容
に
お
け
る
 理
 解
は
 、
「
山
を
移
す
ほ
ど
の
信
仰
」
と
い
う
標
語
に
お
い
 て
す
で
に
パ
ウ
ロ
（
 コ
 

リ
ン
ト
前
書
 一
 三
・
二
）
に
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
 る
か
ら
、
歴
史
的
に
は
相
当
に
早
く
か
ら
、
将
来
ラ
ビ
 層
 へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
 

こ
と
と
な
る
社
会
層
（
パ
 
リ
サ
ィ
 派
）
の
中
に
定
着
し
て
 い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

わ
れ
わ
れ
の
原
型
に
類
似
す
る
パ
タ
ー
ン
は
イ
エ
ス
を
 「
聖
者
」
や
「
 聖
所
 」
の
何
某
に
置
き
換
え
れ
ば
時
間
と
 空
間
を
越
え
て
様
々
 

 
 

な
道
域
 

こ
発
見
さ
れ
る
よ
う
こ
思
わ
れ
る
。
唱
一
 

@
 
,
 
 
（
 
9
 
2
 
 

）
 つ
ま
り
、
 そ
 れ
 自
体
ひ
と
つ
の
類
型
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
 

共
 通
の
願
望
が
自
己
を
客
 

 
 

の
で
あ
る
。
イ
ェ
ス
の
癒
の
奇
跡
物
語
の
場
合
に
は
、
 

こ
 の
 原
型
は
そ
の
担
い
手
 

（
 
拠
 ）
 

0
 社
会
層
が
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
イ
エ
ス
を
捕
え
た
 理
 解
の
 フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
原
型
 に
 キ
リ
ス
ト
教
内
外
の
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      、 ネ 福音書に   おけ 料
 
」
 

 
 

資
 

し
 

る
 

し
 

 
 

 
 

 
 

  

教
 、
あ
る
い
は
 護
 教
的
論
争
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
応
し
 て
 新
し
く
形
成
さ
れ
た
様
式
が
、
 R
.
 ブ
ル
ト
マ
ン
の
 云
 う
 「
ア
ポ
 フ
テ
 グ
マ
 的
 

奇
跡
物
語
（
 ら
や
 
0
 菩
 ま
ぬ
 ヨ
 a
t
 

～
の
の
 

汗
 ミ
ロ
 
コ
汁
 Ⅱ
幅
の
沼
江
 

臼
 （
の
）
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
様
式
 
に
 属
す
る
本
文
と
し
て
 

は
 、
マ
ル
コ
ニ
・
 一
 ?
 
艮
一
、
三
・
一
 z 五
 、
二
二
 ?
 一
 
二
 
0
 、
 セ
 ・
二
四
 !
 三
 0
 、
マ
タ
 イ
ハ
 ・
 五
 ?
 
一
二
（
 ル
ヵ
セ
 ・
 一
 !
 
一
 0 ）
 、
 

マ
タ
イ
一
二
・
二
 三
 （
四
五
（
ル
力
一
一
・
一
四
 ?
 一
二
 
ハ
 ）
 、
 ル
力
 一
 三
・
一
 0
?
 
一
セ
 、
一
四
・
一
 2
%
 ハ
、
一
 セ
 ・
一
一
 !
 
一
九
を
挙
 

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
う
ち
マ
ル
コ
ニ
・
 一
 !
 
一
二
と
ル
力
一
セ
・
一
一
 f 
一
九
の
下
に
は
わ
れ
わ
れ
の
 云
う
原
型
に
比
較
的
に
 

近
い
癒
の
奇
跡
物
語
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
す
で
 に
 述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
前
者
は
六
 2
 
一
 0 節
の
 、
後
 者
は
 一
セ
 、
一
八
節
の
 

 
 

イ
エ
ス
の
こ
と
ば
の
付
加
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
全
休
 と
し
て
ア
ポ
 フ
テ
グ
マ
 に
様
式
変
化
を
遂
げ
た
。
マ
タ
 イ
 八
・
五
 f
 
 
一
 三
の
下
に
 

想
定
さ
れ
る
奇
跡
物
語
と
一
一
、
一
二
節
の
付
加
と
の
 関
係
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
「
ア
ポ
 フ
テ
 グ
マ
 的
 奇
跡
物
語
」
 

は
 荒
井
献
の
適
切
な
表
現
を
借
り
る
と
奇
跡
物
語
の
  

 

こ
の
よ
う
な
ア
ポ
 フ
テ
 グ
マ
 化
 、
あ
る
い
は
「
ロ
ゴ
ス
 化
」
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
奇
跡
物
語
に
つ
い
て
も
確
か
 
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
 

ち
 、
マ
ル
コ
四
・
三
五
 2
 四
一
の
嵐
の
制
圧
の
奇
跡
 物
五
 曲
は
 
、
三
九
節
の
風
と
海
に
対
す
る
イ
ェ
ス
の
沈
黙
命
令
 の
中
に
、
伝
承
の
よ
り
 

古
い
層
で
の
民
間
説
話
的
な
 ア
ヱ
 ミ
ズ
ム
 的
 自
然
 観
を
 田
川
建
三
と
共
に
認
め
る
と
し
て
転
、
奇
跡
を
「
信
仰
」
（
 

3
 ）
 

と
 関
連
付
け
て
、
前
者
 

を
も
っ
て
後
者
の
自
然
大
の
有
効
証
明
と
考
え
る
現
在
 の
形
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
 ア
 ホ
ブ
テ
グ
マ
 で
あ
る
。
 

「
信
仰
」
の
自
然
大
の
有
効
証
明
と
い
う
奇
跡
理
解
を
更
 に
 徹
底
し
た
の
が
マ
タ
イ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
マ
 タ
 イ
ハ
 ・
二
六
（
「
 
な
 

 
 

ぜ
こ
わ
 が
る
の
か
、
信
仰
の
薄
い
者
た
ち
よ
 ヒ
 
を
そ
の
 並
行
 旬
 マ
ル
コ
四
・
四
 0
 に
、
ま
た
、
マ
タ
イ
一
四
・
 
一
一
一
一
Ⅰ
，
、
二
一
一
二
（
特
に
二
一
 

 
 

一
節
、
「
信
仰
の
薄
い
者
た
ち
よ
、
な
ぜ
疑
っ
た
の
か
」
）
 

を
 マ
ル
コ
に
お
け
る
並
行
本
文
六
・
四
五
 !
 五
二
に
比
 校
 す
れ
ば
端
的
に
明
白
 

で
あ
る
。
 Q
 伝
承
も
ま
た
、
同
一
の
理
解
を
マ
タ
イ
 一
セ
 ・
 二
 0
 
 （
ル
力
 一
セ
 ・
 六
 、
マ
タ
イ
 三
 一
・
二
 一
も
参
 照
 ）
に
お
い
て
示
し
て
 

（
竹
井
）
 

い
る
。
自
然
奇
跡
に
対
す
る
全
く
同
種
の
意
味
付
け
は
す
 で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
リ
ン
ト
前
書
一
 二
 ・
 ニ
の
パ
 9
 ロ
 か
，
 
b
 ラ
ビ
文
献
 へ
 
11 ( 持 7) 



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
し
る
し
資
料
」
は
そ
の
結
び
に
 

次
 の
よ
う
な
自
己
証
言
を
保
持
し
て
い
る
。
「
イ
ェ
ス
は
 

こ
 か
 
り
書
に
重
目
か
れ
て
・
 

い
 

な
い
し
る
し
を
、
ほ
か
に
も
多
く
、
弟
子
た
ち
の
前
で
 

行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
書
か
れ
た
の
は
 

、
あ
な
た
が
た
が
 
ィ
ェ
 

ス
 は
神
の
子
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
信
じ
る
た
め
で
あ
る
。
 

」
こ
の
自
己
証
言
に
従
 
う
 な
ら
 ぱ
 、
こ
の
資
料
は
数
多
 ハ
 イ
エ
ス
の
奇
跡
物
語
 

の
中
か
ら
 撰
択
 的
に
採
録
さ
れ
た
奇
跡
物
語
の
集
録
で
 

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
本
来
い
く
つ
の
奇
跡
 

物
 語
 な
い
か
な
る
枠
組
の
 

中
で
含
ん
で
い
た
の
か
は
も
は
や
知
る
こ
と
が
で
き
な
 

い
 。
ま
た
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
現
在
 

彼
 の
 福
音
書
中
に
採
録
さ
 

れ
て
い
る
 人
 
（
ま
た
は
 
セ
 ）
 つ
め
 奇
跡
物
語
の
各
々
に
 
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
こ
の
資
料
へ
採
録
さ
れ
る
以
前
に
 

そ
こ
で
生
き
て
い
た
 
場
 

所
 、
あ
る
い
は
「
生
活
の
座
」
を
確
定
す
る
こ
と
も
 

厳
 密
 に
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
資
料
が
奇
跡
 

物
 語
 を
そ
こ
に
取
材
し
た
 

領
域
は
、
原
則
的
に
は
、
い
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
 

ず
 一
定
の
共
同
体
の
一
定
の
機
能
に
仕
え
る
べ
く
組
織
さ
 

れ
て
は
お
ら
ず
、
お
そ
 

ら
く
民
間
に
個
別
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
奇
跡
物
語
と
、
 

す
 で
に
 キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
共
同
体
的
に
一
定
の
機
能
を
 

付
与
さ
れ
て
い
た
奇
跡
 

に
お
け
る
の
と
は
全
く
逆
に
 
、
 常
に
「
弟
子
」
た
ち
で
 
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
自
然
奇
跡
物
語
伝
承
の
方
が
よ
り
 

早
い
時
期
に
教
会
化
さ
 

れ
た
が
、
あ
る
い
は
初
め
か
ら
教
会
的
関
心
に
よ
っ
て
 

導
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
 
る
父
 
O
 
）
 

教
化
と
教
会
化
に
責
任
を
負
っ
た
の
も
、
従
っ
 ぞ
、
ラ
 ビ
層
 、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
社
会
層
で
あ
っ
た
と
考
え
 ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
然
奇
跡
物
語
伝
承
は
こ
の
 キ
リ
ス
ト
教
化
と
教
会
化
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
 癒
 の
 奇
跡
物
語
伝
承
と
比
 

駁
 し
た
場
合
、
歴
史
の
イ
エ
ス
に
向
か
っ
て
伝
承
史
的
 に
 遡
源
 し
 得
る
段
階
は
全
体
と
し
て
若
い
 層
 と
考
え
ら
れ
 ね
 ば
 な
ら
な
い
。
何
故
 

な
ら
、
福
音
書
中
に
現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
 自
然
奇
跡
物
語
に
お
い
て
、
そ
の
主
要
か
つ
積
極
的
関
与
 者
が
 、
 癒
の
奇
跡
物
語
 

Q
 伝
承
の
担
い
手
は
ま
さ
し
く
こ
の
連
続
し
た
線
の
途
 

上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
以
外
に
も
、
マ
タ
 

イ
と
 Q
 伝
承
の
担
い
手
 

が
 社
会
層
と
し
て
は
い
ず
に
し
て
も
 
う
 ラ
ビ
層
に
近
づ
 

 
 

物
語
伝
承
の
キ
リ
ス
ト
 (558)  

 

と
 連
続
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
付
け
に
 基
く
 自
然
奇
跡
 

物
語
の
ア
ポ
 

フ
テ
 グ
マ
化
は
そ
の
ラ
ビ
層
に
固
有
な
も
の
 で
あ
っ
た
。
マ
タ
イ
 と
 

 
 



  

  

崔
が
 同
様
の
結
び
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
 

る
 （
九
・
三
 
三
 ?
 三
五
、
三
六
 
z
 四
二
、
一
四
・
八
 
!
 一
 
  

 
 
 
 

 
 

セ
 （
 一
 
0
 等
 ）
。
ふ
た
り
は
、
 
D
.
 

ゲ
オ
ル
ギ
の
研
究
に
よ
 

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
限
り
で
の
 

策
 

二
 コ
リ
ン
卜
書
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
 
の
 論
敵
で
あ
る
。
 

-
 
三
 。
（
 9-
3
 

彼
 ，
 

ら
が
自
ら
を
「
 ヘ
 ブル
 人
 」
、
「
 
ィ
ス
ラ
エ
 ル
火
」
、
「
 
ア
 プ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
」
（
 
一
 1
 

  書 における 

新 は 約 
聖 そ 
書 れ 
そ は 
れ 一 
自 走 
休 め 
の キ 
中 り 

@% ス 

ト教 認め 

ら土 れ回 ，、 
6 % 
類 の 
比 対 
的 付 
な 的 
ゆ U ィ云 

に 道 
よ に 
つ 求 

て め 
一 異 ， り 

付 れ 
け る 
り べ 
れ き 

6 で あ 
ひ ろ と 
つ 奇 
は 跡 

、 物 
使 語 
徒 が 

行 対 
伝 外 
@(:  的 
お 伝 
け 道 
る @ こ 

寄 住 
跡 え 
物 る 
語 可 

の 能 
多 性 
く は 

「 し 

こ
の
新
し
い
様
式
に
対
応
す
る
新
し
い
機
能
（
「
生
活
の
 
座
 」
）
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
資
料
自
体
の
前
掲
の
自
 己
 証
言
に
基
く
な
ら
 

」
 八

に
採
録
さ
れ
し
き
な
い
。
 

糊
 
ら
れ
る
。
五
・
二
 
f
 九
と
 九
・
一
 !
 

た
 二
つ
の
癒
の
奇
跡
物
語
も
本
来
同
様
な
結
び
を
所
持
 

し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
 

る
 

「
 観
呼
 」
や
「
入
信
報
告
」
を
も
っ
て
閉
じ
る
こ
の
新
し
 い
 様
式
は
 、
 同
じ
資
料
に
帰
属
す
る
二
・
一
 ?
 
一
一
、
 一
一
・
四
五
に
も
認
め
 

あ
ろ
う
。
 

「
し
る
し
資
料
」
は
こ
れ
ら
取
材
さ
れ
た
奇
跡
物
語
に
一
 

つ
め
 統
一
的
な
様
式
を
付
与
し
た
。
例
え
ば
、
「
奇
跡
的
 施
 食
物
語
」
（
エ
ハ
・
 

一
 !
 
一
 三
）
を
採
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
資
料
は
物
 語
の
末
尾
一
四
節
に
、
「
世
に
来
た
る
べ
き
預
言
者
」
 

と
い
う
明
白
な
キ
リ
ス
 

ト
論
的
 称
号
（
尊
称
）
を
含
む
群
衆
の
「
歓
呼
」
を
 付
 如
 し
た
。
こ
れ
と
共
に
六
・
一
 

!
 
一
四
の
本
文
は
全
休
と
 
し
て
共
観
福
音
書
の
そ
 

れ
と
は
異
な
る
一
つ
な
新
た
な
様
式
を
獲
得
す
る
こ
と
 に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
 
カ
ペ
 ナ
ウ
 ム
 の
役
人
の
子
の
癒
」
（
 
四
・
四
六
 ?
 五
三
）
を
 
、
 

Q
 伝
承
に
帰
属
す
る
と
思
わ
れ
る
「
 ヵ
ペ
ナ
 ゥ
ム
の
 百
 卒
 長
の
僕
の
癒
」
（
マ
タ
 
4
 ハ
・
 五
 ?
 
一
 三
、
ル
カ
セ
 
一
で
一
 0
 ）
と
比
較
す
 

る
こ
と
が
許
さ
れ
れ
ば
、
前
者
は
そ
の
末
尾
に
後
者
に
 は
な
い
当
事
者
の
「
入
信
報
告
」
を
所
持
し
て
い
る
。
 
奇
跡
物
語
を
当
事
者
の
 

奇 物 
助 語 

0 」 @ 双 ま 3 （ ） 7 
前 方、 
者 の 、 

  
一 で 

走 る 
の っ 

土 / ト た @ 

同 と 
林 君 
の え 
ネ し ら 

興 れ 
が な 

そ け 

ればな 生 の「 

括 ら 

の な 

座い 」 。 

と へ 
し レ 
て ゴ 

指 ズ 
捕 ふ 
さ 的 
れ 類 
る 伊り 

「 の 

奇 指 
跡 ・ 摘 
的 さ 

施 れ 
食 る 
物 「 
圧 ロ口 力 

ナの 」 @ 4 ム 何 ） （ 

後 婚 
者 宴 
@C  の 
リ尋 ブ   
属 ド   
す ゥ 

る 酒 
で の 



    

    

神
学
的
に
は
こ
の
資
料
に
は
、
 コ
 つ
の
明
確
な
る
キ
リ
 ス
ト
論
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 奇
跡
の
中
に
「
神
の
 

子
 」
イ
ェ
ス
の
栄
光
を
見
る
い
わ
ゆ
る
「
栄
光
の
キ
リ
 ス
ト
論
」
（
目
の
「
～
）
 

w
n
 
甘
汀
 
の
 
円
 
（
の
の
 

ゴ
 （
 
レ
の
 

d
o
 
）
 
o
m
 
ガ
 ）
で
あ
る
。
 
こ
れ
は
確
か
に
、
 E
.
 

 
 

取
り
出
し
た
も
の
に
本
質
的
に
近
づ
く
も
の
で
は
あ
る
。
 し
か
し
、
そ
こ
か
ら
 
G
.
 

ぶ
 
ゲ
ル
ン
士
刀
 

ム
 の
よ
う
に
 ケ
 1
.
 
ゼ
 マ
ン
の
 三
 
Ⅰ
の
上
士
リ
ス
 

仁
 Ⅱ
 
払
 
珊
を
福
音
書
記
者
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
し
る
し
資
料
 」
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
 

定
 す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
こ
の
論
敵
の
社
 会
 層
へ
の
類
比
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
 

れ
に
せ
よ
、
こ
の
資
料
が
ヨ
ハ
ネ
の
手
に
渡
っ
た
と
き
 に
、
 少
な
く
と
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
 

い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
担
い
手
の
社
会
層
に
お
い
て
も
 伝
承
の
最
古
層
に
お
け
る
原
型
に
近
 

っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
 

そ
し
て
、
こ
の
資
料
が
伝
え
た
対
外
的
伝
道
は
や
は
り
 こ
の
資
料
自
体
の
同
じ
自
己
証
言
 

「
神
の
子
キ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
る
キ
 リ
ス
 ト
論
的
 イ
デ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
 

な
 奇
跡
物
語
か
ら
の
取
材
に
際
し
て
の
選
択
の
規
準
で
 あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
伝
承
の
最
古
層
 

を
 含
ま
ず
に
、
個
別
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
癒
の
奇
跡
 物
且
 
咀
と
 
多
様
な
キ
リ
ス
ト
論
的
動
機
に
分
 

も
、
（
 

4
 
巴
 今
や
こ
の
資
料
に
お
い
て
は
、
他
の
奇
跡
物
語
と
土
 （
に
、
こ
の
理
念
に
よ
っ
て
 
、
 云
わ
 ぱ
 

「
第
一
の
し
る
し
（
二
・
一
一
）
「
第
二
の
し
る
し
」
（
 
四
 ・
五
四
）
と
い
う
番
号
付
与
に
象
徴
 

 
 

る
 。
こ
の
資
料
は
様
式
的
に
は
様
々
な
奇
跡
物
語
の
集
 録
 で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
組
織
 は

 許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
 

た
 癒
の
奇
跡
物
語
は
単
に
そ
の
様
式
に
お
 

い
 奇
跡
物
語
の
そ
れ
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
 

（
 二
 0
.
 
三
一
）
に
従
え
ば
ハ
イ
エ
ス
は
 

て
い
た
。
 
こ
 の
理
念
こ
そ
が
数
多
い
多
様
 

に
お
い
て
特
別
に
キ
リ
ス
ト
論
的
な
動
機
 

敬
 し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
「
民
間
説
話
し
 

 
 

外
側
か
ら
統
一
的
に
意
味
付
け
ら
れ
、
 

さ
れ
る
よ
 う
 に
、
組
織
化
さ
れ
た
の
で
あ
 

 
 

的
な
集
録
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
 

資
料
の
場
合
に
は
、
そ
の
担
い
手
の
社
会
層
を
、
パ
ウ
 

ロ
の
 論
敵
の
場
合
の
よ
う
に
本
文
に
保
存
さ
れ
た
 

彼
，
 
ら
 め
 自
己
証
言
に
基
 い
 て
 確
 
  

一
・
二
二
）
と
し
て
表
示
し
た
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
 

「
し
る
し
資
料
」
に
も
Ⅰ
災
禍
の
神
議
論
」
（
五
・
一
四
 

九
 ・
 ニ
、
 三
）
 

型
 的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
教
的
特
徴
が
認
 

め
ら
れ
る
。
（
 

ぬ
 ）
こ
の
符
合
は
単
に
偶
然
的
な
も
の
と
は
思
わ
 

れ
な
い
。
勿
論
、
 

こ
の
 

㏄
 
)
 

に
典
 
4
 

 
 



  

  ハネ福音書における「しるし 資料」 

預
言
者
」
と
い
う
尊
称
が
問
題
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
 い
わ
ぬ
 る
 
「
モ
ー
セ
の
よ
う
な
預
言
者
」
に
対
す
る
 
終
 大
論
 的
 待
望
と
の
関
連
 

 
 

し
 、
全
体
と
し
て
こ
の
資
料
に
お
い
て
は
、
 

Q
 伝
承
に
お
 け
る
よ
う
な
、
イ
ェ
ス
 

の
 奇
跡
に
対
す
る
終
末
論
的
意
味
付
け
、
す
な
 ね
 ち
、
 奇
 跡
 を
今
ま
さ
に
到
来
し
っ
 っ
 あ
る
神
の
支
配
の
証
明
と
 し
て
理
解
さ
せ
る
意
味
 

 
 

付
け
は
支
配
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
資
料
 は
 奇
跡
を
神
の
子
の
そ
れ
と
し
て
、
す
な
 ね
 ち
、
神
性
 顕
 現
の
奇
跡
と
し
て
理
解
 

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
（
 二
 0
.
 

三
一
）
。
 

Ⅹ
 

最
後
に
こ
の
資
料
が
 ョ
ハ
、
ネ
 
福
音
書
に
お
い
て
与
え
る
 れ
て
い
る
新
た
な
様
式
と
機
能
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
 結
論
か
ら
先
に
云
え
 

 
 

，
は
 
、
こ
の
資
料
の
奇
跡
物
語
は
こ
こ
で
は
ア
ポ
 フ
テ
グ
 て
 に
、
よ
り
厳
密
に
は
「
拡
大
さ
れ
た
ア
ポ
 フ
テ
 グ
マ
」
 
に
 様
式
変
化
を
遂
げ
て
 

い
る
。
勿
論
、
す
べ
て
の
奇
跡
物
語
が
こ
の
様
式
変
化
を
 被
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
カ
ナ
の
ブ
ド
ウ
酒
の
奇
跡
 」
は
根
本
的
な
様
式
上
 

-
 
人
 
4
 
v
 
）
 

の
 修
正
を
加
え
ら
れ
ず
に
採
用
さ
れ
た
も
の
と
 若
 え
ら
れ
 る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
 
カ
ペ
 ナ
ウ
 ム
 の
役
人
の
子
の
癒
し
 
（
四
・
四
六
二
五
四
）
 

で
も
ヨ
ハ
ネ
の
修
正
の
筆
跡
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
 は
な
い
。
し
か
し
、
四
八
節
 と
五
 O
 節
 b
 が
、
読
者
に
 対
し
て
「
し
る
し
と
 奇
 
15  (561) 

@
4
 

4
 
丹
 
乍
 
）
 

0
 対
外
的
伝
道
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
教
会
論
が
欠
け
る
の
 は
 当
然
で
あ
る
。
た
だ
終
末
論
に
つ
い
て
は
六
・
一
四
 の
 
「
世
に
来
た
る
べ
き
 

（
 
2
 ）
 

だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ケ
ー
 ゼ
 
マ
ン
が
 

子
 と
い
う
表
象
は
こ
の
資
料
に
は
確
認
で
き
な
い
し
、
 ま
 4
 
*
@
%
 

ハ
 

枠
組
も
、
こ
の
資
料
に
帰
属
す
べ
き
部
分
に
は
現
わ
れ
 ず
、
む
 

こ
そ
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
 

G
,
 
ベ
ッ
カ
 ｜
 が
正
 

へ
う
 

4
 
丹
 
0
-
 

欠
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
れ
 は
 な
ら
な
い
。
 

G
.
 
ベ
ッ
カ
ー
は
更
に
、
こ
の
資
料
に
は
教
会
論
 と
終
 末
論
 

 
 

ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
論
の
不
可
欠
の
、
構
成
契
機
と
看
 

倣
す
 、
 先
 在
の
神
の
 

そ
の
先
在
の
神
の
子
の
地
上
へ
の
下
降
と
、
 

先
在
 の
 天
 
へ
の
回
帰
と
い
う
 

し
ろ
、
典
型
的
に
ヨ
ハ
ネ
的
な
長
大
な
イ
エ
ス
の
説
話
 （
 
オ
の
 
&
 の
 ）
の
中
に
 

し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
の
資
料
に
は
キ
リ
ス
ト
論
の
神
 詰
論
 的
 枠
組
は
 

が
 欠
け
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
 0
 こ
の
資
料
の
機
能
 が
 
一
定
の
共
同
体
 



  

柱
 （

Ⅰ
）
前
者
の
基
本
的
な
解
釈
視
座
は
「
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
」
（
 
一
 ・
 -
 四
 a
 ）
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
そ
れ
は
「
 先
 在
の
神
 の
子
の
栄
光
」
（
 一
 ・
 

一
四
 c
 ）
で
あ
る
。
 わ
 ・
 
援
 E
-
 
（
（
～
）
 

p
S
 

二
し
 榎
 Ⅱ
 寺
い
 
ぉ
心
 
隠
ぎ
 き
も
 雨
め
 
キ
っ
 
甘
皮
Ⅹ
 

さ
雨
タ
の
ひ
ド
 

曲
目
め
の
コ
ト
の
 

つ
 ㏄
）
。
・
㍉
 

討
壷
っ
 

Ⅱ
 
っ
憶
 
円
ぃ
 
も
 Ⅰ
 
り
ナ
 
ヨ
色
 
ヰ
憶
ミ
 
づ
ぃ
 
め
 
～
Ⅰ
 
き
い
お
涛
 
，
 

円
山
 
サ
ぎ
ぬ
 
の
 
ロ
ト
 の
 う
弔
，
 
Ⅱ
・
 
ホ
 
援
の
呂
 
り
コ
 
n
,
%
 め
 
ゑ
 ～
 
雨
 
～
 
め
 
～
 
雨
 
「
 薫
 ～
～
～
 

め
 Ⅱ
Ⅹ
 

J
o
Q
 

目
寮
 
Ⅹ
 ミ
の
田
ブ
づ
由
 
宮
下
心
の
 

コ
目
め
 
Ⅱ
Ⅰ
 

（
 
2
 ）
拙
稿
 
汐
ヨ
の
ざ
ち
 
E
n
-
-
0
 
 

店
 5
 Ⅰ
 し
 E
p
 

年
の
 

ヨ
括
 ～
 
ヨ
 ）
 
0
 
ダ
銭
コ
 
e
s
 
づ
が
コ
 

ゆ
の
目
ロ
 

ヨ
 ロ
ロ
本
の
神
学
 
b
 第
一
三
号
、
 ぬ
頁
 以
下
。
 

（
 
3
 ）
私
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
編
集
史
的
視
点
」
を
 理
 解
す
る
。
 ミ
 ・
音
耳
 
お
 お
 タ
む
 ミ
田
 珪
俺
 
Ⅰ
 穏
 ～
～
 

め
 
～
 寒
 ミ
ぎ
 タ
 つ
め
 
円
 
ゑ
コ
 
め
 0
 
目
 ト
 
の
印
の
 

N
.
 

（
㏄
 

  

 
 

  

 
 

 
 

る
 。
 

（
 
ガ
 ）
 

跡
 」
に
よ
，
っ
て
で
は
な
く
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
信
じ
る
 
べ
き
こ
と
を
勧
め
る
意
図
か
ら
の
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
付
加
 て
あ
る
と
す
れ
ば
、
 Q
 
6
 

 
 

伝
承
中
の
「
 カ
ペ
 ナ
ウ
 ム
 の
百
年
長
の
僕
の
癒
」
（
 マ
タ
 4
 ハ
・
 五
 ?
 一
 三
、
ル
カ
セ
・
 一
 !
 一
 0
 ）
と
全
く
同
 様
 、
や
は
り
全
体
と
し
 

 
 

て
 ア
ポ
 フ
テ
グ
マ
 の
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
。
 五
 、
上
 
九
 、
一
一
章
で
は
、
各
々
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
 ベ
テ
ス
 ダ
 の
池
の
癒
」
・
の
 

「
奇
跡
的
 施
食
 」
、
「
盲
人
の
癒
」
、
「
ラ
ザ
ロ
の
復
活
」
の
 

奇
跡
物
語
は
、
そ
れ
ら
に
続
く
イ
エ
ス
の
長
大
な
説
話
 
（
牙
音
）
を
導
き
出
す
 

べ
く
働
き
、
逆
に
後
者
に
よ
っ
て
敷
桁
さ
れ
る
。
こ
の
よ
 う
な
「
拡
大
さ
れ
た
ア
ポ
 フ
テ
グ
で
 し
と
呼
ば
れ
る
べ
 き
 様
式
は
 、
 再
び
 Q
 伝
 

承
 中
の
「
ベ
ル
 ゼ
 ブ
ル
論
争
」
（
マ
タ
イ
一
二
・
二
 三
 z
 三
 0
 、
ル
カ
一
一
・
一
四
 !
 二
三
）
に
も
認
め
ら
れ
る
 も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

「
し
る
し
資
料
」
か
ら
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
へ
の
奇
跡
物
語
の
 こ
の
よ
う
な
様
式
変
化
に
は
確
実
に
そ
の
機
能
変
化
が
 随
伴
し
て
い
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
こ
れ
ら
の
「
拡
大
さ
れ
た
ア
ポ
 フ
テ
 グ
マ
」
は
 、
 も
は
や
こ
の
資
料
に
お
い
て
の
よ
う
に
対
外
的
伝
道
に
 仕
え
る
の
で
は
な
く
、
 

Q
 伝
承
の
「
ベ
ル
 ゼ
 ブ
ル
論
争
」
が
確
実
に
そ
う
で
あ
 る
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る
激
し
い
論
争
、
あ
る
い
 は
護
 教
に
仕
え
る
か
、
 

そ
の
よ
う
な
情
況
下
に
置
か
れ
た
共
同
体
の
内
部
で
の
 説
教
に
仕
え
る
。
（
 

め
 ）
こ
の
こ
と
は
、
奇
跡
物
語
伝
承
が
 、
そ
 
の
 原
初
的
な
担
い
手
 

な
っ
た
共
同
体
の
間
で
、
ま
た
、
相
異
 

（
社
会
層
）
の
手
を
離
れ
て
、
共
同
体
の
生
の
内
部
に
取
 

な
っ
た
「
生
活
の
座
」
の
間
で
不
断
に
様
式
変
化
と
機
能
 

り
込
ま
れ
、
組
織
化
さ
れ
、
機
能
化
さ
れ
た
後
の
段
階
 

変
化
を
繰
り
返
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
 

に
お
い
て
さ
え
、
相
異
 



ヨハネ 福音書 における「しるし   資料   

  

 
 

  

 
 

（
 
4
 ）
本
稿
は
 
、
 私
が
日
本
聖
書
 
学
 研
究
所
一
九
 
セ
 四
年
六
月
例
 

ド
 
A
o
.
 

や
コ
ヨ
い
 

）
。
 

会
 で
行
っ
た
発
表
「
奇
跡
物
語
伝
承
の
担
い
手
の
社
会
 

月
 に
関
 

 
 

す
る
試
論
こ
と
 

  

 
 

 
 

「
文
学
社
会
学
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
理
論
を
前
提
し
て
い
る
。
 

私
は
こ
の
対
応
の
 

ば
 伝
承
と
の
比
較
に
お
け
る
」
の
一
部
で
あ
る
。
こ
と
は
 

伝
承
に
関
す
る
部
分
は
、
荒
井
 

献
 ㍉
 
イ
ヱ
ス
 
と
そ
の
時
代
 
ヒ
 岩
 油
田
 居
 、
一
九
 

セ
 四
年
）
九
六
頁
以
下
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
 

れ
た
い
。
 

（
 
5
 ）
例
え
ば
Ⅱ
・
の
 

0
 
プ
毛
 
0
 
ざ
の
 
r
.
 

持
め
Ⅰ
め
の
 

下
 
「
Ⅰ
 

め
 
～
Ⅹ
タ
目
む
 

コ
リ
ブ
 

の
 
ミ
ヰ
ぃ
ヨ
 

ま
お
お
き
。
 
，
 押
に
の
（
・
は
そ
の
意
見
で
あ
る
。
 

（
 
6
 ）
荒
井
 献
 、
前
掲
吉
二
 
0
 頁
の
意
見
に
賛
成
す
る
。
 

（
 
7
 ）
の
・
 
円
オ
 
の
日
の
 

コ
 
・
 ミ
 a
 
コ
 
%
 ～
 
尽
宙
 
弄
り
由
の
 

ヨ
括
 
・
い
 
つ
 苗
木
目
・
 
ド
 ト
 
㏄
 
，
 
Ⅱ
 
つ
 
Ⅱ
 
い
，
の
 

・
 
い
 
肚
の
皿
 

@
 
い
 
つ
ト
 

（
 
8
 ）
荒
井
 献
 、
前
掲
 
書
 九
四
頁
以
下
、
一
 

0
 二
頁
参
照
。
 

（
 
9
 ）
「
密
着
」
と
い
う
表
現
は
批
判
を
招
く
か
も
知
れ
な
い
。
 

生
の
願
望
と
価
値
理
念
は
そ
の
ま
ま
生
の
現
実
に
直
接
「
対
応
 

」
す
る
も
の
で
は
な
 

く
 、
そ
の
間
に
は
「
屈
折
」
が
あ
る
筈
で
あ
る
と
。
そ
れ
が
 

知
 識
 社
会
学
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
）
の
初
歩
的
常
識
に
属
す
る
 

命
題
で
あ
る
こ
と
 

は
 私
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
屈
折
」
も
ま
た
「
密
着
 

」
の
 苦
 し
げ
な
ひ
と
つ
の
形
態
な
の
で
あ
る
 

0
 「
屈
折
」
し
て
 

は
い
て
も
、
価
値
 

理
念
と
生
の
現
実
的
利
害
状
況
と
を
噛
み
ム
コ
わ
せ
る
持
続
的
な
 

方
向
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ひ
と
つ
の
エ
ー
ト
ス
を
 

語
 る
こ
と
が
で
 き
 

る
 。
そ
れ
を
知
識
社
会
学
的
に
批
判
し
て
ゆ
く
作
業
は
、
そ
こ
 

か
ら
始
ま
る
ま
た
新
た
な
別
の
作
業
な
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
 

混
同
す
べ
ぎ
で
は
 

い
 。
 

（
 
騰
 ）
私
は
こ
の
認
識
を
、
荒
井
献
の
数
年
間
に
わ
た
る
演
習
 

で
の
再
三
の
指
摘
に
負
っ
て
い
る
。
 

（
Ⅱ
）
構
成
的
に
取
り
出
さ
た
た
エ
ー
ト
ス
に
最
も
適
ム
ロ
的
な
社
 

会
 層
を
探
す
作
業
は
、
根
本
的
に
は
エ
ー
ト
ス
と
社
会
層
の
 

対
 応
 に
関
す
る
ひ
と
つ
 

肘
金
型
の
 
カ
ズ
イ
 
ス
テ
ィ
ー
ク
と
し
て
、
 

嵩
銭
 名
手
 の
 
「
・
 
宙
ミ
 
咄
 0
 
コ
 
%
0
%
p
0
-
o
 

め
 
@
o
,
 

つ
せ
 

い
 つ
 
の
 
コ
 （
の
 

-
@
 

め
 
@
 
轄
の
の
Ⅰ
 

イ
 
Ⅰ
の
弓
杖
 

ゅ
ヨ
ゅ
ぎ
お
ゴ
ぃ
 

下
田
 

臣
息
 
・
 @
 
コ
 -
 ヨ
ペ
 
「
～
。
 

め
 
c
h
a
.
 

ト
 
～
 ミ
 
お
曲
ら
。
 

め
馬
 

～
～
 

め
 
0
%
a
k
 

ダ
 ：
 2
 
か
の
、
 

/
 、
の
め
 

ト
 （
の
（
 

U
d
@
 

の
，
 

a
U
 

の
の
 

ぃ
 
汀
 -
 つ
 む
ま
さ
い
 

0
 
コ
 お
 S
 ）
の
と
り
わ
け
第
七
節
に
学
び
た
い
と
 

思
っ
て
い
る
。
 
勿
 

論
 、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
以
下
の
論
述
に
適
用
可
能
で
あ
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
同
時
代
の
歴
史
的
類
例
を
探
し
 

、
そ
れ
を
参
考
 
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
 

は
 、
以
下
の
論
述
が
全
体
と
し
て
本
質
的
に
は
歴
史
性
よ
り
 

理
 論
 （
類
型
）
性
を
 

志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
性
格
を
少
し
も
変
え
る
も
 

の
で
は
な
い
。
編
集
史
的
方
法
が
各
福
音
書
記
者
の
生
と
思
想
 

を
 個
性
化
的
に
 
抽
 

出
す
る
歴
史
的
方
法
で
あ
る
こ
と
に
 

較
 ら
べ
れ
ば
、
伝
承
史
的
 

・
様
式
史
的
方
法
が
当
初
か
ら
類
型
的
方
法
で
あ
る
こ
と
、
 

ま
 た
 、
そ
う
で
あ
ら
 

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
定
の
伝
承
 

を
 伝
承
史
的
・
様
式
史
的
に
分
析
す
る
と
一
口
に
云
っ
て
も
、
 

そ
の
伝
承
を
同
時
 
17 ( ㏄ 3) 
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む Ⅰ 

とこに 希 
従 

    
  く   「成し 彼     



      

  ハネ福音書におけ る 「しるし資料」 

つ
ま
り
伝
承
の
比
較
的
に
若
い
層
に
お
い
て
初
め
て
行
わ
れ
て
 く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
  
 

（
 
け
 ）
こ
の
法
則
と
の
関
連
で
わ
・
ロ
目
（
 ヨ
ヰ
 二
戸
 
Q
.
a
.
O
 

こ
ダ
 ㏄
 肚
 Ⅰ
 
、
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
 由
 ㌧
 め
 （
の
（
 

貫
ノ
田
 Ⅰ
㎏
馬
市
 0
 Ⅱ
 ，

の
ぴ
キ
 
曲
目
 斡
 
の
二
円
つ
い
 

ウ
 

臼
こ
 何
を
参
照
せ
よ
。
 

（
 
M
 ）
こ
の
修
正
的
補
完
の
正
当
さ
ほ
つ
い
て
は
後
詰
 を
 （
㏄
）
 
参
 臆
 せ
よ
。
 

（
㎎
）
 
ニ
 ・
 
し
 子
の
岳
屈
 
め
 ，
 Q
.
Q
.
0
.
.
9
0
8
,
 

め
 ㏄
 P
 
彼
の
云
う
 ，
之
 0
 セ
 の
 
=
 の
寺
が
、
ま
た
、
 
R
.
 プ
ル
ト
マ
ン
の
，
 毛
仁
コ
 宙
の
「
㏄
㏄
の
り
 

プ
 ざ
ア
富
ミ
 も
そ
の
ま
ま
 

の
 理
念
型
的
な
形
に
お
い
て
は
現
実
に
見
出
さ
れ
な
い
の
は
 当
 然
 な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
指
摘
し
て
も
（
例
え
ば
、
 

木
 
ハ
ハ
ハ
 

イ
 @
@
@
q
 

（
 
@
@
 

ミ
 
由
 り
 
、
も
 b
@
@
@
 

ヨ
 ハ
 
%
 Ⅹ
も
 雨
 
Ⅰ
 日
駄
め
悪
 

Ⅰ
 
き
キ
ハ
 Ⅰ
Ⅰ
 
討
悪
吃
壷
史
 

Ⅰ
㌢
 
帽
 0
 缶
 ミ
 
き
 "
 審
 立
コ
。
 

牡
 
0
 コ
 ト
 
の
 
き
 ・
の
・
主
で
 
駐
 ）
、
様
式
史
的
方
法
を
批
判
し
た
こ
と
に
は
な
ら
  
 

（
㏄
）
後
述
二
三
頁
参
照
。
 

（
 
ね
 ）
 上
註
 ㈲
に
言
及
し
た
例
会
で
の
佐
竹
明
に
 
よ
 る
指
摘
 で
 あ
る
 0
 た
だ
、
こ
の
本
文
の
場
合
に
は
一
二
節
 b
 の
存
在
が
問
 
頭
 に
な
る
。
田
川
 
建
 

三
 、
同
マ
ル
コ
福
音
書
上
巻
目
新
教
出
版
社
、
一
九
七
二
年
刊
、
 

一
 三
四
頁
以
下
参
照
。
し
か
し
、
 

旨
 ・
 
し
 ぎ
の
二
口
 
ゅ
 
・
 Q
.
Q
.
0
 

：
の
 

お
り
に
注
意
 せ
 

よ
 。
 

（
 
花
 ）
 わ
 ・
け
田
（
日
当
 
タ
 
Q
.
a
.
O
 

：
の
・
 

い
頷
 ・
但
し
 、
 彼
は
ル
力
 一
 七
・
一
一
 
f
 
一
九
に
マ
ル
コ
一
・
四
 
0
?
 四
五
が
下
敷
に
な
っ
て
 い
 る
と
 看
敵
 す
。
 私
 

は
こ
れ
を
説
得
的
だ
と
思
わ
な
い
。
祭
司
の
も
と
で
の
治
癒
 証
 明
 と
い
う
共
通
の
動
機
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
 ユ
 ダ
々
教
に
お
け
る
 実
際
の
歴
史
的
矢
 

件
を
各
々
独
立
に
反
映
す
る
も
の
と
し
て
十
分
に
説
明
可
能
で
 あ
る
。
そ
の
他
、
田
川
建
三
、
前
掲
 書
と
耳
宙
お
 二
 %
 釜
ミ
め
 ～
 
際
憶
ざ
馬
づ
 
Ⅰ
 
悪
 Ⅰ
～
 

Ⅱ
 お
日
岸
 「
 
帳
こ
 Ⅱ
つ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
は
、
荒
井
 
献
 、
前
 掲
書
 八
五
 !
 九
 0
 頁
を
参
照
せ
よ
。
 

（
 
為
 ）
の
・
㏄
 
%
 安
 P
Q
.
n
.
O
 
：
：
）
㏄
 日
 
逆
に
木
・
Ⅹ
 浅
活
俺
タ
 "
 ト
 0
 ：
ダ
ト
き
が
、
奇
跡
物
語
伝
承
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
 払
 琳的
 関
心
が
当
初
か
ら
 

構
成
的
関
心
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
の
は
、
全
く
当
を
得
な
い
  
 

（
 
笏
 ）
マ
タ
イ
一
一
・
二
六
イ
ル
カ
セ
・
一
八
 ?
 二
三
 0
 こ
こ
で
 は
 、
奇
跡
は
終
末
論
か
ら
解
釈
さ
れ
る
。
碑
の
。
 

汀
俺
 ・
 
Q
.
 

む
む
 

い
 も
 ぺ
 悪
 い
 
苛
令
父
帝
 

目
い
 
も
 へ
ド
 

い
 v
a
 
鍵
笘
 漱
ぎ
さ
・
い
 な
 「
 
@
c
 
甘
 お
お
・
 

s
.
 

ぎ
 日
参
照
。
最
近
、
 
の
 円
 オ
ゑ
 め
 の
 コ
 ・
 ト
ト
 
Ⅰ
も
さ
Ⅰ
 

へ
侮
 
ま
へ
 
色
オ
い
ヨ
 
悪
さ
も
 
宙
ベ
 
め
心
切
り
討
 

へ
 
0
 む
 叩
 
㏄
 
さ
 ・の
 曲
 円
の
Ⅰ
 

匹
 0
 ゴ
ト
 の
Ⅱ
 
ト
 ・
の
・
 

い
 Ⅱ
㏄
 

@
 お
 い
 は
、
奇
跡
の
終
末
論
的
黙
示
文
学
的
理
解
が
イ
ェ
ス
 そ
 の
人
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
、
あ
ら
ゆ
る
終
末
論
的
要
素
が
 欠
け
る
多
く
の
 
奇
 

 
 

酢
物
語
伝
承
は
、
イ
ェ
ス
自
ら
そ
の
よ
う
な
奇
跡
理
解
と
、
 そ
 れ
を
伝
え
る
こ
と
は
伝
承
の
大
衆
化
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
 。
荒
井
 
献
 、
前
 

掲
 言
は
単
に
奇
跡
物
語
伝
承
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
 害
話
伝
 率
に
 
つ
い
て
も
、
終
末
論
的
意
味
付
け
一
般
を
こ
 

  

は
 よ
る
二
次
的
な
解
釈
 と
看
徴
 す
（
 一
 
0
 
一
 、
一
二
四
（
一
嵩
 セ
頁
 ）
。
更
に
後
詰
㈹
参
照
。
 

（
 
1
0
 

）
こ
れ
は
、
 

上
註
 ㈲
の
 例
ム
 二
で
の
八
木
誠
一
に
よ
る
指
摘
で
 

あ
る
。
そ
の
際
、
私
は
同
時
に
、
こ
の
原
型
に
認
め
ら
れ
る
 御
 利
益
宗
教
的
パ
タ
ー
Ⅰ
 
9
 

  



 
 

ン
は
 、
特
定
の
社
会
層
の
 ヱ
 ー
ト
ス
を
と
い
う
よ
り
、
「
 人
 問
の
 舵
ぎ
笘
ぎ
コ
 
」
を
映
す
も
の
と
考
え
る
 ぺ
 ぎ
で
は
な
い
か
と
の
 指
摘
を
受
け
た
。
 

第
一
の
指
摘
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
述
で
答
え
よ
う
と
思
う
。
 第
二
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
 ラ
ピ
 層
の
癒
の
奇
跡
 付
 
為
に
対
す
る
否
定
 
2
 

的
 応
答
（
後
述
）
を
考
慮
す
る
と
 き
 、
や
は
り
「
人
間
の
臼
（
 け
目
ざ
 
ニ
 
へ
と
一
般
化
す
る
の
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
奇
跡
 物
 語
 伝
承
が
社
会
唐
櫛
（
 

上
の
拘
束
を
受
け
た
伝
承
で
あ
る
と
の
 G
.
 タ
イ
セ
ン
の
主
張
 （
 
Q
.
Q
.
0
 

：
の
・
 

ミ
べ
 
!
 い
簗
 ）
は
正
当
と
思
わ
れ
る
。
 

（
 
u
v
 
）
と
り
わ
け
ラ
イ
病
人
の
儀
礼
的
遮
断
に
つ
い
て
ば
 ま
 ・
「
・
の
 

（
Ⅰ
が
。
 

岸
 l
 づ
・
 
巾
宙
 
-
e
 
Ⅱ
 
ヴ
の
 
0
 
岸
 ，
 糠
ハ
 
0
 ま
 さ
寅
ざ
叩
い
 

Ⅱ
 ぃ
悪
き
毛
矢
な
 

Q
 
さ
 Ⅰ
も
 
句
ト
 
Ⅰ
 ま
矢
ま
叶
 

Q
 悪
の
円
 
卑
も
 
Ⅰ
 
ま
 ヘ
円
 

悪
お
 
目
や
 
ミ
 も
Ⅹ
Ⅰ
 

め
 
0
%
.
 
ン
 ミ
む
 
臣
 。
 
ゴ
 0
 
コ
ト
 の
い
の
，
口
口
・
Ⅰ
・
の
鼻
の
Ⅰ
ダ
ウ
ト
 

の
 （
・
 
め
 ）
 
ミ
ニ
吋
田
か
蕊
 s
.
 
べ
 鼻
の
 
１
 つ
 む
 
参
照
。
 

（
 
四
 ）
 ナ
 ・
Ⅰ
・
の
 

宙
 p
n
 
下
 ㌧
・
め
ぎ
 
め
 「
 
ヴ
の
 
n
F
.
 
ド
 9
0
 ：
 け
 &
.
P
.
 

の
・
 
り
ウ
 
Ⅰ
 、
 
の
の
・
 

づ
 ・
 
づ
宙
ヴ
碇
 
・
Ⅰ
 ぼ
へ
 
Ⅰ
㏄
 
0
 
ミ
ぃ
 き
 コ
ミ
 
さ
 も
。
Ⅰ
め
志
 

侮
ぃ
笘
 

洋
才
 
ヰ
馬
 
Ⅹ
も
い
印
Ⅰ
 

0
%
 
ト
へ
め
ヰ
 

Ⅰ
 ま
 ㏄
 
求
笘
 
@
 
色
 
寸
心
Ⅹ
 

い
め
 
～
～
Ⅰ
～
～
 

め
 
「
 
め
，
円
 
む
 む
 @
 
コ
 内
の
 
コ
 P
g
 
）
 拝
ア
 ト
 
つ
 （
・
参
照
。
 

（
 
0
0
 
）
 由
 ・
Ⅰ
・
の
 

帝
 お
ヰ
。
㌧
・
 

田
 二
の
「
 

ヴ
毬
ガ
 
・
 ド
 Ⅰ
 Q
 ：
㌢
り
き
・
 
オ
 ・
㏄
 
三
 （
 
日
 レ
コ
 
ミ
 
Q
.
 
や
ペ
 
ソ
：
 ダ
い
 
り
ヰ
 
ダ
ワ
弓
ピ
 
㏄
ま
 
り
 
a
.
Q
.
 

ヘ
 
リ
 
：
 P
 ㏄
 卜
 参
照
。
 

（
四
）
例
え
ば
、
の
・
 

N
o
 
の
 
幅
ダ
 0
 Ⅰ
～
Ⅰ
ぎ
め
 

%
 め
（
 
っ
も
 
～
も
悪
き
（
 

っ
 
㌧
 悪
 n
o
 
ド
ミ
き
ま
 
Ⅰ
さ
ま
め
も
 

ド
 
@
 
や
 叶
っ
Ⅰ
悪
き
 

由
ミ
 
Ⅰ
 ド
さ
 
ノ
 
%
 
だ
切
 
馬
も
㏄
 
0
 つ
 
%
@
 
も
さ
っ
べ
 
い
 
～
 
ド
ト
 

Ⅰ
 
ド
 
晦
ぬ
憶
 
い
寅
 
つ
も
い
さ
㌔
 

ま
ド
 
"
 

㌧
 0
 日
ト
㏄
 
ト
 
Ⅰ
（
之
の
ト
ネ
 

巨
 0
 
ガ
 ロ
 の
 も
ぃ
 
売
卜
の
 
っ
 
の
）
に
収
録
さ
れ
た
 断
 片
 三
三
八
 C
 
（
 
毛
 ・
 
づ
ヨ
 -
 木
っ
 
㌧
～
 
@
 
め
 
ぃ
下
 
e
 の
「
 
a
 ま
き
Ⅰ
 
蔑
 タ
ト
 ぃ
ち
 
Ⅱ
 
@
 
㎏
日
の
Ⅱ
 

つ
 -
,
 
の
 ・
い
の
Ⅰ
 

に
 収
録
）
参
照
。
 

（
㏄
）
原
型
が
そ
れ
自
体
す
で
に
ひ
と
つ
の
類
型
て
あ
っ
た
と
す
 れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
の
イ
ェ
ス
の
生
を
直
接
伝
え
る
も
の
で
は
 あ
り
得
な
い
。
 イ
ェ
 

 
 

掲
書
 、
九
 O
f
 九
四
、
一
 0
 三
頁
に
よ
れ
ば
、
イ
ニ
ス
は
 そ
 の
よ
う
な
理
解
に
 

即
応
す
る
仕
方
」
で
「
振
舞
」
っ
た
の
で
あ
る
。
 

（
 
れ
 ）
 E
.
 ト
ロ
 ク
メ
 に
つ
い
て
は
私
は
目
下
、
次
の
文
献
を
挙
 げ
る
準
備
し
か
な
い
。
 由
円
 「
 
o
n
 
ヨ
 押
 /
 悪
弍
 め
き
圭
も
め
Ⅰ
「
 

ぬ
 
～
 
下
 ・
之
の
屈
り
す
 

ゆ
お
 
-
 ド
の
 
Ⅱ
 こ
 

や
ト
ト
 
ト
 
@
 ト
ト
 
ト
 
?
 ト
ぎ
 ・
田
川
建
三
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
の
他
に
 、
 コ
原
始
キ
リ
ス
ト
教
 史
 の
 一
 断
面
 L
 動
 草
書
房
、
一
九
六
八
 年
刊
（
特
に
三
 0
 

一
 、
三
一
一
頁
以
下
）
等
。
 

以
下
の
論
述
で
私
は
奇
跡
物
語
伝
承
が
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
 段
階
で
付
与
さ
れ
る
新
し
い
機
能
の
う
ち
主
要
な
二
つ
と
し
て
 、
説
教
（
 護
教
 ）
 

と
 対
外
的
伝
道
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
様
式
上
の
変
 化
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
と
癒
の
奇
跡
物
語
の
 原
型
に
代
表
さ
れ
 

る
 伝
承
の
最
古
層
と
の
間
に
は
、
な
お
解
明
さ
れ
る
べ
 き
 伝
承
 段
階
が
横
た
わ
る
（
 上
註
 ㈹
の
例
会
で
の
佐
竹
明
の
指
摘
で
 

あ
る
Ⅰ
本
稿
で
 

殆
 ん
ど
取
り
扱
わ
れ
な
い
類
型
で
あ
る
悪
霊
祓
い
の
奇
跡
物
語
 0
 位
置
付
け
を
も
含
め
て
、
現
在
の
私
に
は
こ
の
点
で
の
十
分
 な
 準
備
が
な
い
。
 

し
か
し
、
私
は
 E
.
 ト
ロ
 ク
メ
と
 田
川
建
三
の
云
う
「
民
間
 説
 詰
 」
を
こ
の
段
階
で
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
 0
 「
民
間
説
話
 」
へ
の
道
は
原
型
 

か
ら
見
れ
ば
、
少
な
く
と
も
口
伝
文
学
化
の
道
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
私
は
キ
リ
ス
ト
論
化
を
含
め
て
そ
の
理
念
型
化
を
推
進
せ
し
 め
た
主
要
か
つ
 組
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参
照
）
 

ゥ
ヨ
 
・
 
し
 
子
の
文
仁
 

3
 
R
.
Q
.
0
 

：
田
器
 

捧
 但
し
、
こ
の
見
解
 

に
 対
す
る
 
毛
 ，
 
之
ざ
 
0
-
.
q
 

ぎ
伍
鉤
ま
へ
ぎ
ぎ
 

連
 ぬ
ち
 
。
Ⅹ
「
き
い
も
 

。
 
b
 
。
～
・
 

扁
 @
 
卸
 
：
 

ト
 
㏄
㍉
 

い
 
・
の
・
白
の
中
の
批
判
が
あ
る
。
 

（
㏄
）
例
え
ば
、
の
・
 

出
 ・
 
し
 
0
 
Ⅰ
丹
東
 
ド
ゑ
 

0
 
「
 
む
ミ
づ
へ
な
 

も
な
む
さ
 

薫
 ～
 
さ
 
い
ト
へ
悪
ド
ト
オ
 

ヘ
 
W
o
 

め
 
㌧
 
ぬ
 
～
。
の
リ
ヨ
 

す
 
べ
田
㏄
 

ゅ
ト
 
の
 
つ
 
の
・
の
い
つ
つ
Ⅰ
参
照
り
 

（
㏄
）
 

し
 ・
の
の
 

0
 
「
 
住
 ・
む
む
め
武
Ⅹ
 

雨
 
「
も
 
ま
下
 
ロ
ミ
悪
め
～
き
め
 

再
う
ド
 

～
 
ぉ
ト
す
め
 

「
 
ヰ
 
「
 
む
ト
 
・
 ヱ
 
0
%
 

ガ
申
 
c
 
ゴ
 
0
 
コ
 ト
 
の
 
ウ
か
 

・
 潅
 ・
 
い
 
日
の
こ
い
つ
つ
 

（
 
即
 ）
こ
れ
が
 

W
.
 

ナ
イ
コ
ル
の
前
掲
 

書
 の
基
本
的
主
張
で
あ
る
 

（
Ⅱ
）
 

上
註
 
㎝
参
照
。
 

（
何
 

れ
 
）
の
・
 

由
 
ら
Ⅰ
コ
マ
曲
ヨ
 

ヨ
 ，
い
け
Ⅰ
Ⅰ
二
円
 

0
 
Ⅰ
 
づ
 
Ⅱ
 
0
 
円
 
い
曲
 

0
 
コ
 年
の
の
 

ヒ
 
0
 
オ
ぃ
コ
臣
 

0
 
の
 

け
 
、
こ
の
資
料
の
キ
リ
ス
ト
論
の
統
一
的
な
理
念
で
あ
る
「
 

8
8
@
 

神
 

ト
 
ド
ト
 

と
い
う
概
念
的
な
区
分
そ
の
も
の
が
適
合
性
を
失
 

う
 の
で
あ
る
 

1
 
Ⅱ
 
ヰ
ド
コ
 

幅
の
目
ヨ
ロ
の
 

，
ぎ
 
@
Q
 
め
 
り
 
い
す
 

漱
甘
 
ぎ
ま
さ
 

曲
 Q
 
ざ
ミ
き
 
～
，
 
審
由
コ
ぃ
 

。
私
は
こ
の
資
料
を
彼
ほ
ど
に
一
義
的
に
ユ
ダ
ヤ
 

的
 だ
と
は
 
看
 

 
 

の
子
」
の
表
象
と
神
性
顕
現
の
視
点
か
ら
の
奇
跡
理
解
（
い
す
 

 
 

甘
っ
コ
 

Ⅰ
の
の
㏄
 

，
の
 

・
 
ト
つ
 

鼻
で
 

仮
 さ
な
い
 
0
 と
り
わ
 

れ
も
後
述
）
に
は
 

（
㌍
）
口
ロ
の
り
 

オ
 
の
「
・
も
く
二
コ
宙
の
「
に
コ
ロ
の
 

す
へ
ぎ
 

8
 す
 
せ
タ
ミ
つ
 

め
 ト
ウ
 
）
 
っ
っ
 

の
Ⅱ
 

べ
日
 
s
.
 

田
の
 

ウ
ハ
 
ト
 
ト
 
㏄
（
下
臣
 

ヨ
 .
 
い
レ
 

・
こ
の
 
意
吐
朴
で
 

Ⅰ
の
・
 

巾
 圭
 の
 
庁
 
（
 
e
r
 

、
も
 

e
 
「
め
っ
 

オ
 
Ⅹ
 

色
っ
 
～
 
ヰ
 
め
の
，
の
む
（
（
 

@
 
コ
 
幅
の
コ
ち
Ⅰ
つ
は
全
体
と
し
て
説
得
力
を
失
っ
て
 

 
 

 
 

（
 
佃
 ）
あ
る
い
は
逆
に
、
教
会
論
の
欠
落
が
こ
の
資
料
の
機
能
が
 

対
外
的
伝
道
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
巧
 ）
と
り
わ
け
、
ヨ
ち
・
 

ト
 ・
 
呂
 お
 す
 
の
 
-
 ド
 
ン
も
 
憶
 
Ⅰ
 
る
下
隠
 

1
 
本
 ぎ
吋
，
 

（
 
、
 
e
@
 

み
 
@
 
）
の
 

コ
ト
 
の
の
 

7
-
,
 

の
 
・
の
～
 

，
 
も
め
 
一
 
・
 
ヒ
 （
：
コ
ミ
 

a
r
 

（
 
ぜ
 
n
.
 

定
田
 

め
 
～
 
0
 
「
 
卜
 さ
さ
 

薄
 q
 
甜
 
e
o
 

い
心
 

セ
 ～
 
さ
ミ
 
0
%
 

主
き
 
ユ
 %
0
 

色
悪
 

隠
 ，
 之
 
0
 
名
 ぺ
 
0
q
 

オ
ト
ゆ
ゆ
 

め
・
 

P
 の
 
ナ
ト
 
0
 
Ⅰ
 
由
 
・
コ
チ
 
ト
ド
 

ヘ
 
*
.
 
馬
の
参
照
。
 

（
 
耶
 ）
内
の
 

0
 
プ
 
主
宰
 
お
ぺ
 
。
 
ト
ら
 
0
 芭
 
Ⅱ
 
ゴ
ト
 

～
・
の
 

び
 
（
（
 

@
 
め
 
e
 
コ
 ）
 
ま
鴇
 
・
 め
 き
 Q
h
,
 

参
照
。
 

（
 
れ
 
Ⅲ
）
Ⅰ
・
の
 

目
っ
 
（
（
Ⅱ
 

0
 
曲
 
・
Ⅱ
Ⅰ
 

夷
 
Ⅰ
 い
 
Ⅰ
 
さ
ま
 

ヰ
心
さ
 

目
雨
 
ま
さ
も
も
～
 

c
 ト
寅
 

Ⅱ
Ⅹ
も
に
 

（
 
す
 
め
 憶
 ㏄
～
～
・
 

ニ
 
り
 
口
ニ
 
（
 
ゎ
ゴ
 

の
 
コ
 お
き
・
の
・
 

2
6
3
%
 

参
照
、
 

（
 
何
 ）
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
が
そ
の
構
成
前
に
各
々
独
立
的
に
ま
と
ま
 

っ
て
い
た
い
く
つ
か
の
説
教
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
見
解
が
 

注
意
さ
れ
る
べ
 

き
 で
 

あ
る
 
0
 の
 ポ
 
・
 
し
曲
 

Ⅰ
の
 
コ
，
づ
鮭
い
 

Ⅰ
 
め
 
㌧
 
叉
 黛
き
 
芭
ぎ
憶
さ
い
卜
目
っ
 

下
 
Ⅹ
 
，
 Ⅰ
 
0
 
コ
 
色
目
 
ト
 
の
り
の
・
 

ダ
ト
 
～
・
 
力
 
・
 
め
 
・
 
し
 
（
 
0
 
ミ
三
づ
ぎ
ら
っ
豊
夫
 

～
Ⅰ
う
 

う
つ
 

Ⅱ
 
曲
 
-
 
さ
憶
ト
も
 

舌
 キ
ミ
 
ト
｜
 
木
目
，
之
の
 

キ
ヰ
 
0
 
「
 
ガ
ト
つ
ホ
 

・
 
タ
メ
 
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
 

ヰ
，
 
Ⅹ
Ⅹ
 
メ
ロ
 

Ⅹ
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クリストフ・プルームハルト @C お ける 「神の国」 

強
く
 、
 深
い
。
彼
の
生
涯
と
思
想
を
調
べ
て
ゆ
く
に
つ
 ね
 、
一
定
の
伝
統
的
宗
教
信
仰
に
徹
す
る
と
同
時
に
 、
ま
 た
そ
れ
を
あ
る
意
味
で
 

突
き
抜
け
て
ゆ
く
と
い
っ
た
興
味
深
い
一
個
の
宗
教
者
 像
 が
現
わ
れ
て
く
る
。
彼
は
父
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
信
仰
 に
あ
く
ま
で
忠
実
で
あ
 

ろ
 う
 と
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
排
他
的
な
態
 度
 で
も
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
彼
の
世
界
は
驚
く
程
 狭
小
で
あ
っ
た
と
い
え
 

る
 。
現
に
彼
は
個
人
的
に
は
隠
者
的
な
あ
り
方
を
願
っ
て
 す
ら
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
突
き
抜
け
は
極
め
て
 純
 度
の
高
い
宗
教
的
論
理
 

の
自
己
展
開
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
（
 
2
 ）
 

こ
の
よ
う
な
純
一
な
思
想
の
一
貫
性
に
由
来
す
る
深
さ
と
 狭
さ
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
思
想
が
豊
か
で
な
 か
っ
た
こ
と
を
い
み
 

す
る
訳
で
は
な
い
。
強
く
彼
の
思
想
の
刻
印
を
受
け
た
 人
々
の
う
ち
、
あ
る
者
は
彼
に
ゼ
ー
ル
ゾ
ル
ガ
ー
（
 
牧
 会
者
）
の
理
想
像
を
み
 

（
ト
ゥ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
）
、
あ
る
者
は
一
九
世
紀
神
学
を
乗
 

り
 こ
え
る
決
定
的
な
鍵
を
彼
か
ら
受
け
と
っ
た
（
バ
ル
ト
 ）
。
ま
た
別
の
人
々
は
 

  

広
汎
な
大
衆
離
反
の
状
況
下
に
宗
教
の
危
機
が
叫
ば
れ
 る
二
 0
 世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
体
制
的
自
 己
 満
足
的
な
教
会
の
体
 

 
 

  

  
23  (569) 

思想の構造 

@C い   
  て 

極 め 
め 考 
て 察 

で 

あ 本 
る 稿 ま @   
一 世 

般 紀 じ ム， 

思、 か   
O 世 にお Ⅰ ( 

  
い 紀 
て に ぢ里 @ 、 
は か フ 
ほ け   
と て 
ふ め 
ど ド 

無 イ 

名 、 ソ 

の の 

太 一 

    
6 者   

が、 Ⅱ田の そ ハリゴ 

0 8 

大呂   
格 
的 毘 

ヨゴ思想 口 

釣 銭 

  
影 黛 

井 
社 る る 

響 （ 

? 狭 力は 寮め ） 

新 
  

範 い Ⅰ ゆト ゆ 
囲 ） 
な に 
り つ   



  

きこな たでい、 論 
い は 。 人 

。 こ そ 間 

  の の の 

よ 責 具 
う 明 ミ ル 本 

受 な で 的 

]  肉 作は行 業、 為 
を 木 の   適 者 動 

」 
し 察 廿幾 

の よ、 て、 思 は t し 

受 キ 想、 し 

肉 リ 的 誘 
ス 動 因 

ト 教 機を づ、 
の け 単 
社 の に 
金 側 宗 
思 西 教 
想 に 的 
固 限 信 
有 っ 仰 
め て や 

内 そ 思、 
的 の 想 
性 腺 に 
格 絡 め 
の を み 
理 追 求 
解 う ぬ 
を こ ろ 
併 と の 
せ @c  が 
て 限 一 
意 定 面 
図 し 的 
し た で 
た 作 あ 
こ 業 る 

と で こ 

を あ と 
つ る は 
け 。 い 

加 た ぅ 

え だ ま 
て 、 で 

お こ も 

/ ｜｜ 

質
を
根
本
的
に
転
換
し
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
か
ら
む
し
ろ
 摂
取
し
つ
つ
「
労
働
大
衆
の
側
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
し
と
 い
う
展
望
を
持
ち
つ
つ
 
4
 

あ
っ
た
時
、
他
な
ら
ぬ
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
を
そ
の
根
本
 的
姿
勢
に
お
い
て
見
倣
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
 ク
ッ
 タ
ー
、
 ラ
ガ
ツ
り
 
。
こ
れ
ら
の
 

 
 
 
 

事
実
は
 、
 彼
の
内
包
の
豊
か
さ
を
遺
憾
な
く
物
語
る
も
 の
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
彼
は
意
図
せ
ず
し
て
、
弁
証
 法
 神
学
（
 前
 二
者
）
の
 
ぴ
 

土
壌
と
な
り
、
ま
た
ス
イ
ス
宗
教
社
会
主
義
（
後
二
者
）
 

 
 

こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
思
想
 ｜
 そ
れ
は
一
口
で
い
 う
な
ら
「
神
の
国
 し
 思
想
で
あ
る
が
１
 0
 全
貌
を
描
く
 こ
と
が
目
的
で
は
な
 

い
 。
そ
の
思
想
が
社
会
思
想
的
性
格
を
帯
び
つ
つ
最
も
尖
 鈍
化
し
た
一
時
期
（
一
八
九
六
 ｜
 一
九
 0
0
 年
 ）
を
 と
 ら
え
て
、
そ
こ
で
の
 思
 

想
 構
造
を
明
か
に
し
て
み
た
い
。
（
 

4
 ）
そ
の
時
期
は
 、
 彼
は
 次
第
に
政
治
社
会
へ
の
関
心
を
深
め
、
遂
に
は
社
会
民
主
 党
員
と
な
り
、
ま
た
 ヴ
 

ュ
 ル
テ
ン
ベ
ル
グ
 州
 議
員
と
な
る
。
ピ
エ
テ
ィ
ス
ト
・
 牧
 師
か
ら
社
会
主
義
者
・
政
治
家
に
変
身
す
る
の
で
あ
る
 。
周
囲
は
彼
に
抗
議
 

し
 、
宗
務
当
局
は
彼
を
牧
師
職
か
ら
追
放
し
た
。
し
か
 し
そ
こ
に
は
彼
な
り
の
信
仰
思
想
の
 、
 先
に
の
べ
た
よ
う
 な
一
貫
性
が
あ
っ
た
 と
 

思
わ
れ
る
。
否
、
む
し
ろ
彼
は
神
に
従
っ
た
結
果
と
し
 て
｜
 た
だ
そ
れ
だ
け
の
た
め
に
 。
 そ
 う
 せ
ざ
る
を
え
な
か
 っ
た
 、
と
語
る
の
で
あ
 

（
 
6
@
 

 
 

を
こ
の
よ
う
な
行
為
へ
と
促
し
た
動
機
づ
け
の
構
造
と
し
 て
担
 え
て
み
た
い
。
 無
 



 
 

ノ
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ム ハルト @ おける 

れ
は
、
真
に
神
が
い
ま
す
な
ら
、
具
体
的
な
人
間
の
悲
 惨
 
（
病
苦
）
を
見
逃
さ
れ
る
筈
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
 
あ
り
、
神
の
支
配
は
を
 

れ
る
の
悲
惨
を
排
除
し
っ
 っ
 、
地
上
に
実
現
さ
れ
る
。
 即
 ち
 、
「
神
の
国
し
は
必
ず
や
受
肉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
、
と
い
う
確
信
で
あ
 

る
 。
従
っ
て
こ
れ
は
、
世
界
に
対
す
る
神
の
、
絶
対
的
 ま
た
現
実
的
な
主
権
の
主
張
で
 ）
，
 

あ
あ
 O
t
 

0
 こ
の
い
わ
ば
古
色
 豊
か
な
信
仰
が
 、
 新
し
 

い
カ
 を
伴
っ
て
、
ま
た
、
彼
岸
的
「
神
の
国
」
（
天
国
）
 に
 傾
く
あ
る
種
の
信
仰
者
た
ち
と
の
鋭
い
対
立
の
う
ち
 に
、
両
 フ
ル
ー
ム
ハ
ル
 
25  (571) 

の 

文 園 
@%  」 

始 め 
ま 説 

る 教 
こ 者 
の と 
「 し 

い て 

や そ 

宣教 」 の の し 

浩 生 
動 活 
か ・ を 

ら 始 
出 ぬ 
て る 
く こ 

る と 

0  @C 

  
単 の 
純 で 

明 あ る 快な 8@ 。 （ 

神 「 

の国 
し 

（ 神 
の 

支 
配 ） 

の 

  
ア 

  
ズ   
ム 

で 

あ 

（ る 。 ） 9 
そ 

一
八
四
 
0
 年
春
、
彼
の
父
が
牧
会
す
る
 

南
独
 メ
ッ
ト
リ
ノ
 
ゲ
ン
の
教
会
で
、
 
一
 少
女
が
「
悪
霊
つ
き
」
と
な
っ
た
 

。
常
識
で
は
説
明
示
 

可
能
な
ミ
ス
テ
リ
ー
が
次
々
と
少
女
の
身
に
起
り
、
 

教
 会
は
一
種
の
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
り
か
け
て
い
た
。
当
時
 

、
父
 ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
 

は
 教
会
の
沈
滞
に
悩
ん
で
お
り
、
こ
の
事
件
は
彼
に
は
 

サ
タ
ン
の
最
終
的
挑
戦
と
感
ぜ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
 

一
 歩
も
ひ
 
け
ぬ
 と
ば
か
り
 

こ
れ
を
受
け
て
立
っ
た
。
彼
は
こ
の
少
女
が
解
放
さ
れ
る
 

こ
と
に
、
彼
自
身
と
彼
の
教
会
の
解
放
を
か
け
た
の
で
 

あ
る
。
そ
し
て
、
二
年
 

間
 に
わ
た
る
困
難
極
ま
り
な
い
戦
い
の
 

末
 、
遂
に
勝
利
 
が
 訪
れ
る
。
「
イ
エ
ス
は
勝
利
者
 

ソ
 」
と
い
う
絶
叫
を
残
 
し
て
悪
霊
は
少
女
を
去
 

り
、
 神
の
支
配
（
 
H
 「
神
の
国
」
）
が
出
現
し
た
の
で
あ
 

る
 "
 こ
れ
に
続
い
て
同
様
の
奇
蹟
的
治
癒
が
次
々
と
行
わ
 

ね
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
 

か
ら
人
々
が
お
し
よ
せ
て
、
メ
ッ
ト
リ
ン
ゲ
ン
（
後
に
 

は
 バ
ー
ト
・
ボ
ル
）
を
信
仰
復
興
の
地
と
し
て
有
名
に
す
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

「神の国」， 鼠 想の構造 

験
 と
は
、
俗
に
い
 
口
 信
仰
治
癒
（
い
や
し
）
の
体
験
で
 

あ
り
、
そ
れ
を
彼
は
「
神
の
国
の
受
肉
」
と
し
て
理
解
し
 

て
い
る
。
（
 

7
 ）
 

「
神
の
国
」
は
一
九
世
紀
の
所
謂
文
化
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 ト
 0
 合
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
に
 お
い
て
は
、
こ
の
 言
 

葉
は
、
 彼
の
父
に
始
ま
る
特
異
な
「
神
の
国
」
の
体
験
 に
 根
ざ
す
、
強
烈
な
現
実
感
を
伴
 う
 独
自
の
意
味
内
容
を
 持
っ
て
い
る
。
そ
の
 体
 



@ 

ノ @ l@ ,@ Ⅰ 

  

2
 
「
イ
エ
ス
の
ま
ね
 び
 」
の
倫
理
 

地
上
に
受
肉
す
る
「
神
の
国
」
を
媒
介
す
る
個
々
の
 人
 間
は
 、
そ
の
よ
う
な
生
の
範
型
を
、
受
肉
者
イ
ェ
ス
に
 求
 め
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

  

（
 
2
 
l
 
Ⅰ
 ）
 

こ
こ
で
も
、
古
代
教
会
以
来
古
い
「
ま
ね
び
」
の
伝
統
が
 独
自
の
展
開
を
示
し
つ
っ
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
精
神
 は
 彼
の
舌
口
葉
の
隅
々
に
 

ま
で
浸
透
し
て
お
り
、
し
か
も
極
め
て
直
裁
 に
、
 例
え
 ぱ
 次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
 

「
イ
エ
ス
た
れ
 ノ
 ・
 
汝
ら
 神
の
国
に
つ
い
て
何
事
か
る
わ
 き
ま
え
知
る
全
て
の
人
々
 よ
 、
イ
ェ
ス
た
れ
Ⅰ
 
イ
ェ
 ス
 に
つ
い
て
語
る
 

 
 

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
イ
ェ
ス
に
な
ら
え
と
い
う
勧
め
が
 強
 く
 語
ら
れ
る
の
に
応
じ
て
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
論
、
人
間
 論
 に
お
い
て
も
顕
著
 

な
 特
徴
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 を
 
「
真
の
人
」
と
し
て
強
調
し
、
他
方
人
間
を
、
罪
人
と
 し
て
よ
り
は
神
の
似
 像
 

者
由
サ
の
コ
 
6
 円
玉
と
し
て
強
調
す
る
傾
向
で
あ
る
。
そ
し
 て
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
キ
リ
ス
ト
論
的
、
人
問
 論
 的
側
 

面
か
ら
、
彼
の
「
 

イ
エ
 

ス
 の
ま
ね
び
」
の
倫
理
を
支
え
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
点
 ほ
 つ
い
て
、
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
み
た
い
。
 

ま
ず
、
イ
エ
ス
を
「
真
の
人
」
と
し
て
告
白
す
る
こ
と
 は
 、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
告
白
の
事
柄
で
あ
る
。
 だ
が
そ
こ
で
は
 通
 

常
 、
イ
ェ
ス
が
「
真
の
神
」
で
あ
る
こ
と
が
同
時
に
 、
不
 可
 欠
的
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
（
 セ
の
 
（
 
ロ
 の
ま
 い
 せ
の
㍉
の
 
叫
 。
 ヨ
 0
 ）
。
 こ
 

や
し
は
「
社
会
の
い
や
し
」
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
 

る
 
宜
 
-
l
 

。
 

え
よ
う
。
そ
し
て
第
三
期
に
お
い
て
は
、
子
は
父
か
ら
 

受
け
 つ
 い
 だ
 「
地
上
の
神
の
国
」
の
思
想
を
こ
の
仕
方
で
 

徹
底
化
し
、
個
人
的
い
 

変 問 ト 

革 題 に 
へ か お 
の ら い 

，悪 日 て 
何 を 出 

（ 第 そ現 らし 
三 す た 
期 こ の 
） と で 

は が る 
" 起 る 

す り   
で え そ 
に な し 

欠 い て 

と こ こ 

子 と の 

確信に （第一 見 も、 
期 や 貫 
） す か 
の い れ   
こ 理 い 

の で る 
「 あ 限 

  彼 
」 こ が 

の の 地 

体 世 上 
験 に の 
に 「・ 事 
お 神 柄 
い の 即 
て 国 ち 

基 」 人   
す と 金 
え い の 
ら う 現 
れ 壮 美 
て 方 的 
い で 苦 
た の し 
と 社 み 
い 金 諾 
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クリストフ・プルームハルトにおけ 

か で 

神り二 秘、 ， Ⅹらのこらの さら 
主 罪 
義 な 

八 % ニ % 

て と 彼 

  う れ 

の   

  
  
え 
」 

アよ 一 ま @ 

す 
で 

@ こ 

よ ナ @ 
っ そ 受 さ 

れ 
て 

の 彼 た   あ 
る 

はこ 、 と の 

で 

肉 あ 

り、 
の   そ 

れ 
を た る 八 を か だ 

27  (573) 

卯
ち
、
 

「
イ
エ
ス
こ
そ
真
の
人
で
あ
っ
た
。
故
に
我
々
 

も
 真
の
人
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
で
 あ
る
。
そ
し
て
こ
の
イ
エ
ス
 

榊
 
と
の
同
一
化
へ
の
願
望
と
決
意
に
呼
応
し
て
、
 必
 然
 的
に
あ
の
区
別
を
 、
 単
に
無
視
す
る
と
い
う
の
で
は
な
 く
 、
そ
れ
を
何
ら
か
の
仕
方
 

 
 

真
の
人
」
と
い
う
表
現
と
結
び
つ
く
。
神
の
受
肉
者
で
 

あ
る
イ
エ
ス
だ
け
が
真
の
人
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
 

て
こ
こ
で
は
、
「
真
の
 

人
 」
イ
エ
ス
 

と
 通
常
の
人
間
（
罪
人
）
と
の
根
本
的
 

区
 
知
 
0
g
 
 

力
前
面
に
出
て
く
れ
 

I
 
5
 
。
 
）
 
こ
こ
ま
で
は
恐
ら
く
正
統
的
 

教
 義

に
忠
実
な
語
り
方
で
 

構
鞄
理
的
 

造
 あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
説
教
の
特
徴
は
、
 

指
示
と
し
て
強
く
語
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
故
に
 

 
 

 
 

 
 

結
合
さ
せ
る
（
区
別
を
の
り
こ
え
る
）
強
い
願
望
に
お
 

い
て
語
る
の
で
あ
る
。
 

即
 

ほ
 注
目
に
価
す
る
。
そ
の
場
合
、
彼
の
「
真
の
人
」
は
 

、
 ま
ず
、
伝
統
的
定
式
と
同
様
イ
エ
ス
に
お
け
る
神
の
受
 

肉
は
単
な
る
仮
象
で
は
 

な
い
と
い
う
主
張
と
解
し
う
る
い
そ
こ
で
は
当
然
超
越
（
 

4
 ）
 

的
神
 が
前
提
に
あ
り
、
ゆ
え
に
、
こ
の
意
味
で
の
「
真
の
 

人
 」
は
 、
フ
エ
 ス
こ
そ
 

の
点
で
、
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
が
、
「
真
の
神
」
を
ほ
と
ん
 ど
 語
ら
な
い
の
に
ひ
き
か
え
、
「
真
の
人
」
イ
エ
ス
を
 
頻
 ぱ
ん
に
強
調
す
る
こ
と
 

  



刀ソ @C れ 連   
受 肉 ばこ " れ際 実 ・中に ・ 正よハ ム このるでは の よたあ " 
の 人 が @ こ ・ 萎 れ ル よ う め る 々 

論は 理イ 「その 受のた ばト 、 の うなの。 な生兵 そス ヱ 
の 体 し @c はェ肉 そス のうの よめ ィ新 ェ しま 「 方的 てな 3 
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の 正 の な 人 の 内 の な は 
安 義 点 ら 々 愛 」 生 人   

住 感 で な と・ や の 涯 間 具 
を や あ い の 赦 

に兄 モ チ 

文 体 
配 的 

し の そ い   にどの 一 １フ c 出すこ （それ 

生日、 すヰし ン ょ、 @ 他 杣は み 毛仙 たり 汁は し ｜ よ と は よ 
っ も サ ラ 

て ま タ な 人間と 。このであべから まねび る （ ） I 8 におい 貫 た ン も 

る く を の て し か 古 の の 

。 抽 観 「 我 て 丈 で 
そ 象 金 美 々 の ねい 、 キ 配 あ 
れ 的 化 際 に 真 そ リ に ろ 
は な す に 模 の れ ス ほ う 

い 積 る 」 範 自 故 ト か か 
わ 神 こ と を 由 明 教 よ ナ @ 

瞭 の ら そ や英 ｜ ま、 性） とを いう 残し に ィ云 な れ 
精 に 許 と た 展 「 統 い は 
神 な さ こ の （ 愛 で ） 一 
的 ら な ろ で 進 肉 あ か 口 
な う い に あ 歩 ら @% 
も こ 。 被 る Ⅹ   解 い 

理   放 え 
」 し し ば 
と ； ュ 

な し 神 こ   つ 以 の の 

て 了 
い @zz; 

文 世 
酌 め 

る み 下 弱 
点 る へ 者   は よ と と 

か か で れ ぅ ま フ   つ つ め 
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た と る 受 け を 
と 伴 即 と 

いっち うて、 た っ     
で た ヱ 果 

    
の と   
よ い と 
う う 同 
な ス 時 
徹 ロ に   
化 ガ の 
に ン 徹 

    
  
ま 約 し 
ず 倫 て 
「 理 い 

神 約 6 
l 方 の 
大 同 は 
」 づ   

の け こ 

同 と の 
一 し 時 
性 て 期 
が 十 の 
確 公 枝 
保 な の 
さ 強 実 
れ さ 践 

なと け、 へ の 
れ そ 激 
ば の し 

い熱 実現なら 

な の 意 
か 保 で 
っ 証 あ 



  

クリストフ・プル - ム   @ @C   おけ る
 

「神の国」 思想の構造 

ら
で
あ
る
。
 

第
二
に
 
、
 貧
し
い
人
々
と
の
連
帯
と
い
う
方
向
性
で
あ
 

る
 。
こ
れ
も
ま
た
「
受
肉
」
と
い
う
事
柄
そ
の
も
の
に
 

固
 有
の
方
向
性
な
の
 

あ
る
。
彼
は
い
 

う
 。
 

「
イ
エ
ス
の
生
に
お
い
て
最
も
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
 

崇
高
さ
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
崇
高
さ
が
地
上
の
低
き
者
 

、
と
る
に
足
り
 

者
、
無
き
に
等
し
い
者
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

彼
は
御
座
を
天
に
、
ま
た
地
に
打
ち
倒
れ
た
者
の
傍
に
 

持
っ
神
を
語
る
。
 

は
い
と
高
き
者
と
し
て
、
自
ら
を
大
地
に
横
た
わ
る
者
 

と
 結
び
つ
け
る
」
（
正
三
二
八
）
。
 

従
っ
て
「
受
肉
」
の
本
質
は
 

、
 単
に
神
が
人
と
な
っ
た
 

と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
神
が
全
世
界
を
と
ら
え
 

ん
 が
た
め
に
、
世
界
 

（
 
ハ
 
1
 
Ⅰ
）
 

上
か
ら
下
へ
と
貫
き
、
そ
の
 

最
 底
辺
に
お
い
て
世
界
と
 

結
合
し
た
と
い
う
こ
と
（
一
八
九
 

セ
年
 
九
月
四
日
の
未
刊
 

説
教
）
も
ま
た
そ
の
 

質
的
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
受
肉
者
と
し
て
の
 

ィ
 ス
 エ
 は
必
然
的
に
貧
し
い
者
の
友
な
の
で
あ
り
、
ま
た
 

徳
江
 
に
ハ
 

Ⅱ
は
 

，
う
 

う
「
（
聖
主
 

の
 ）
受
肉
者
」
（
Ⅱ
九
三
）
た
ち
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
 

る
 。
彼
ら
は
二
種
決
定
論
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
）
 

こ
の
よ
う
な
神
の
運
 

の
 線
上
に
身
を
お
か
ざ
る
を
え
た
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

彼
は
い
う
。
第
二
に
、
貧
困
者
、
被
抑
圧
者
た
ち
に
お
 

い
て
、
人
類
の
罪
の
苦
難
が
最
も
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
 

か
ら
で
あ
る
。
即
ち
 

「
彼
ら
の
悲
惨
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
破
れ
は
 

現
わ
れ
、
世
界
は
い
わ
ば
透
明
と
な
る
」
（
バ
ル
ト
）
の
 

で
あ
る
。
彼
ら
に
 

い
て
こ
そ
、
「
神
の
国
し
の
た
め
に
人
が
担
う
べ
き
も
の
 

が
、
 
他
の
ど
こ
で
よ
・
り
も
明
瞭
に
示
さ
れ
る
。
罪
は
 

、
 そ
の
結
果
と
し
て
の
 

苦 お 、 と 目 そ 理 動 霊木 を   彼 ぬ で   

29 (575) 



Ⅰ
創
造
と
変
革
 

受
肉
の
モ
チ
ー
フ
に
促
さ
れ
て
こ
の
世
へ
、
ま
た
弱
者
 
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
）
の
 側
 へ
と
立
つ
彼
に
お
け
る
 現
 世
 批
判
の
視
点
は
 、
 

「
神
の
支
配
」
と
並
ん
で
「
創
造
の
秩
序
し
で
あ
る
。
 あ
 く
な
き
人
間
支
配
は
原
初
の
創
造
秩
序
を
根
底
か
ら
 破
 壊
し
去
っ
た
。
し
か
し
 

神
は
 受
肉
者
イ
ェ
ス
を
通
し
て
「
神
の
国
」
（
Ⅱ
創
造
 秩
 序
 ）
を
新
た
に
建
て
、
ま
た
イ
ェ
ス
に
従
う
人
々
を
 通
 し
て
、
そ
れ
を
地
上
に
 

完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
（
 

，
 
2
 

）
 故
に
フ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
は
 、
こ
 の
 意
味
で
イ
エ
ス
を
「
創
造
の
主
」
（
Ⅱ
二
六
 セ
 ）
 と
 呼
び
、
そ
れ
以
後
の
歴
 

史
を
神
の
新
た
な
創
造
の
業
と
み
る
。
イ
エ
ス
に
従
う
 者
は
す
べ
か
ら
く
、
こ
の
世
界
の
変
革
、
再
創
造
に
参
与
 す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
。
彼
ら
は
「
イ
エ
ス
の
社
会
」
（
五
四
二
一
）
 を
 め
ざ
す
。
そ
し
て
彼
ら
の
神
は
、
「
全
て
は
 装
 る
で
あ
ろ
 う
 。
見
よ
私
は
全
て
を
 

新
た
に
す
る
 ソ
 」
公
正
二
六
五
）
と
官
芸
子
 る
 神
で
あ
り
 

こ
の
神
の
信
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
は
変
革
を
 求
め
て
「
世
界
は
沸
き
 

立
つ
」
（
Ⅱ
 一
 0
 五
）
の
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
こ
の
世
界
変
革
の
主
体
は
神
で
あ
る
。
新
し
 い
 神
の
都
の
建
設
は
決
し
て
人
間
の
意
 釜
 ゅ
や
 
力
 に
は
よ
 ち
 な
い
、
と
彼
は
く
り
 

返
し
て
い
る
。
（
 

%
 ）
ま
た
こ
の
変
革
は
 、
 単
に
外
面
的
な
制
 度
の
改
変
で
は
な
く
、
他
方
単
に
内
的
な
心
の
変
革
で
も
 な
い
。
「
神
の
国
」
は
 
、
 

身
体
化
し
つ
つ
あ
り
社
会
化
し
つ
っ
あ
る
、
と
い
う
 仕
 方
で
の
み
各
人
の
内
に
始
ま
る
、
と
い
う
。
こ
こ
に
受
肉
 と
 創
造
の
モ
チ
ー
フ
の
 

結
合
が
あ
る
。
即
ち
 、
 真
の
変
革
（
創
造
）
は
 、
 神
が
 受
肉
し
た
よ
う
に
、
 霊
 
（
内
面
性
）
が
身
体
化
（
社
会
化
 
）
す
る
と
い
う
仕
方
に
 

難
を
現
実
に
負
い
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
取
り
除
か
こ
そ
現
実
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
受
肉
の
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

も
と
に
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

二
 創
造
の
倫
理
 

  

  



  

 
 

 
 

クリストフ・プルーム    
 け

 
お
 

 
 

 
 

 
 

寄
っ
た
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
理
解
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
 @
 
イ
 
ム
 Ⅰ
。
 

@
 
Ⅴ
 

ま
ず
、
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
 は
 徹
底
し
て
「
神
の
国
の
創
造
」
と
い
う
枠
組
の
中
で
考
 え
ら
れ
て
い
る
こ
と
 

が
 重
要
で
あ
る
。
故
に
 、
 彼
が
「
信
仰
し
を
語
る
時
、
 

そ
 れ
は
以
下
の
よ
う
な
意
味
で
で
あ
っ
た
。
 

 
 

第
一
に
 、
 （
人
間
の
）
信
仰
が
人
を
救
 
う
 の
で
は
な
い
。
 
神
 が
救
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
徹
底
し
た
 神
 中
心
 主
義
（
「
神
の
国
」
Ⅱ
 

神
の
み
の
支
配
）
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
彼
の
 
時
代
状
況
に
対
す
る
極
め
て
論
争
的
な
主
張
と
し
て
 語
 ら
れ
て
い
る
。
即
ち
 、
 

「
信
仰
、
信
仰
」
と
い
う
人
々
が
、
実
際
に
は
イ
ェ
ス
の
 よ
う
に
生
き
よ
う
と
せ
ず
、
そ
の
結
果
、
こ
の
言
葉
に
 よ
っ
て
人
間
的
現
実
を
 

あ
る
が
ま
ま
に
保
守
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
。
 彼
ら
は
結
局
神
よ
り
も
自
分
の
幸
福
を
求
め
て
い
る
に
 す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
 

-
 
打
 ）
 

こ
の
人
間
主
義
こ
そ
、
聖
書
が
い
う
「
 均
 し
に
ほ
か
な
，
 う
な
い
、
と
彼
は
い
う
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
 信
仰
至
上
主
義
は
 、
改
 
31  (577) 

2
 
 創
造
と
救
済
 

道
世
界
を
再
創
造
す
る
実
践
こ
そ
が
、
こ
の
時
期
の
 最
大
の
関
心
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
個
人
の
 

、
現
在
に
お
け
る
、
信
仰
に
 

繊
 
よ
る
救
済
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
 

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
彼
に
お
い
て
は
 

著
し
く
後
退
し
て
い
る
か
に
 

息
 
み
え
る
点
を
、
あ
る
人
々
は
非
難
し
て
、
彼
に
は
 

 
 

「
行
為
主
義
者
」
と
き
め
 
う
 

」
 

-
 
呪
印
 

レ
 

叩
け
た
（
シ
ュ
ッ
ツ
）
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
 

、
 彼
の
根
 木
杓
傾
向
を
指
摘
し
た
限
り
で
は
正
し
い
。
だ
が
彼
ら
 

億
個
人
の
救
い
や
、
信
仰
 

榊
 
と
行
為
の
問
題
が
 
、
 彼
の
「
神
の
国
」
思
想
に
お
 

い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
見
よ
う
と
 

じ
な
い
こ
と
か
ら
、
全
く
 
片
 

（
㏄
）
 

お
い
て
の
み
起
り
つ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
 多
 く
の
革
命
家
や
ま
た
静
寂
主
義
的
信
仰
者
た
ち
と
、
彼
は
 意
識
的
に
訣
を
分
っ
て
 

い
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
変
革
の
一
面
の
み
に
腐
心
し
て
 、
 神
の
受
肉
に
お
い
て
示
さ
れ
た
真
の
変
革
の
ダ
 イ
ナ
 ミ
ク
ス
を
見
失
っ
て
 い
 

（
仙
丹
）
 

る
 、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

  



  

    

。 ｜ ⅠⅡ @ 廿 卍 
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あ る は は い 聖 な め る し ば る は     
第一 

よ 
ふノ っ 前 そ い く こ 

@ こ 支ふ 

彼 
tC 
お 
  
て 

@@ ⅠⅠ ひ 

「 

信仰 での老ム し且伺 い 念と 」 

ま ｜ 

「 ま 

， - 打 
為 
」 つ 。 

@ こ 

お 
  

い スノ 

て 
し 

の 
て 

の 立 の に 的 不   彼 

で し 
は 

「 
（ 

ノ ン 

タ 

の 
  

）   派 
た 、 あ 的 は 界 の 

支 
の 

配 

救 救い 、神の の 「行為 （Ⅱ り エ ゴイ 人が 已 状 
況 

」 T 
V- させ 「 @ ま 世界 彼の もの をみ の数 極め 
生 

（ の 神 な る 全 て る じ 

将来 

中 は の 。 女 手 も ホ， @ 
で 、 で ま 撃 厳 め   牢ム 一 口 

の 
） 的 が 神 す の ら 仰 

世 でなけ ある。働くこ人々が た、彼 の原因 しい。 （㏄） 

主 

界 である 彼の立戦闘的 其 。彼の「 6 2 9- （ み関心 

義 
の と 

に 場 士 に を   
的 

救 世 で 」 よ む こ 頽   界 あ と れ け れ 落 



  

  

    

クリストフ・プル - ム ハルトにおけ 

も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
層
こ
の
緊
張
が
人
を
 

ま
だ
」
の
緊
張
に
み
ち
た
時
間
を
、
終
末
へ
と
伺
っ
て
 

ベ
ル
に
お
け
る
人
間
的
自
己
主
張
の
死
を
い
み
し
て
い
る
 

へ
と
駆
り
立
て
ず
に
は
お
か
な
い
。
実
際
こ
の
時
期
の
 ブ
 

し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
彼
が
世
界
に
も
た
ら
そ
う
と
す
 

生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
こ
の
終
末
が
何
ら
か
 

行
為
へ
と
促
す
 カ
 は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
を
 、
 

。
こ
の
い
み
で
も
、
彼
の
主
張
は
徹
底
的
に
終
末
論
的
 

る
 
「
神
の
国
」
と
は
、
神
の
支
配
、
即
ち
人
間
の
支
配
の
 

 
 

終
末
を
も
た
ら
す
実
践
 

人
間
の
営
為
を
通
し
て
 

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
 

終
末
、
あ
ら
ゆ
る
 レ
 

救
済
史
的
終
末
論
が
彼
の
歴
史
観
の
枠
組
で
あ
っ
た
 と
 す
れ
ば
、
こ
れ
は
人
間
の
生
の
質
（
実
存
の
規
定
）
 と
し
 て
の
終
末
論
で
あ
る
。
（
 

鍵
 ）
 

こ
の
二
重
の
意
味
に
お
け
る
終
末
論
を
一
身
に
体
現
し
っ
 つ
 生
き
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
彼
は
時
 代
 に
抜
き
ん
出
て
い
 

（
 
4
 
ク
 
Ⅰ
）
 

3
 

た
 。
彼
が
現
代
神
学
に
お
け
る
終
末
論
復
興
に
先
駆
け
、
 ま
た
そ
れ
を
用
意
し
た
、
と
い
わ
れ
る
の
え
ん
で
あ
る
 。
し
か
し
第
三
期
の
彼
 
33  (579) 

る 「神の国   

なま る 
す 日 
で で 

に あ 

㊨） （ ィ 8 ： 3 
エ こ 

ス の 

に よ 
お う 

い な 
て 終 
） 末 
開 の 
始 待 
さ 望 
れ は 
た   
終 い 
末 う 

と ま 
  で 

来 ら 

る な 
べ く き 
終 救 
未 済 
の 史 
「 的 
時 終 
の 末 
間 論 
」 の 

に 歴 
生 皮 
き 観 
る @C 

。 立 

即 つ 

ち も 
  の 

こ で 

の あ 

  
で そ 

に こ 
」 で 

と は 
「 
ぃ 人 

造
 

玉
 
二
つ
の
 柊
 朱
輪
 

構
 

 
 

ざ
す
彼
に
お
い
て
、
我
々
は
さ
ら
に
、
典
型
的
な
終
末
 
詩
的
倫
理
を
み
る
。
地
上
の
 

Ⅸ
「
神
の
国
」
は
、
イ
エ
ス
が
再
来
す
る
「
キ
リ
ス
ト
 

0
 日
」
に
、
そ
の
完
成
に
至
る
。
そ
れ
は
同
時
に
 、
世
 の
 終
り
、
全
て
が
新
し
く
な
 

三
 

終
末
の
倫
理
 

に
お
い
て
の
み
、
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
が
 、
現
 在
 、
信
仰
に
よ
っ
て
 、
 救
わ
れ
て
い
る
、
と
い
い
う
る
 と
し
て
も
、
そ
れ
は
 彼
 

が
 、
完
成
へ
と
回
っ
て
進
行
し
つ
つ
あ
る
世
界
の
救
い
 
（
地
上
に
お
け
る
「
神
の
国
」
）
の
た
め
に
、
現
在
、
具
 体
 的
行
為
を
も
っ
て
 労
 

す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
救
い
に
（
先
取
的
に
）
 参
 与
し
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
 



  

      
  

    

「
い
か
に
現
代
で
は
事
態
が
変
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 我
 々
は
神
の
国
に
ず
っ
と
ず
っ
と
近
づ
 

（
正
一
一
 
セ
 ）
 

そ
し
て
さ
ら
に
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
し
る
 し
 」
が
明
確
に
「
神
の
啓
示
」
と
し
て
 

神
 が
生
け
る
神
で
あ
り
、
歴
史
を
導
く
神
で
あ
る
以
上
、
 神
は
今
な
お
刻
々
と
自
ら
を
啓
示
し
、
 

ま
た
進
歩
し
つ
つ
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
は
、
「
国
際
世
界
 を
 通
し
て
の
神
の
言
葉
は
、
ア
ブ
ラ
 
ハ
 

し
た
一
切
よ
り
も
大
い
な
る
こ
と
」
（
 正
 一
一
八
）
 と
な
 る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
 

い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
 

受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。
故
に
啓
示
も
 

ム
 、
モ
ー
セ
ま
た
は
使
徒
た
ち
が
経
験
 

「
し
る
し
Ⅱ
啓
示
」
理
解
は
 、
 彼
の
主
 

  

彼 た 続 の に 界 「 教 に 
は め い 戦 こ は 彼 神 の よ 
い の て い そ 終 の の 前 り 

3 国 い 、 真 束 救 国 面 目 

。 擦 る 々 の へ 済 」 に 立 
会 の ヱ い 向 史 そ で つ 

議 で ス み っ 的 地 て の 
） あ の で て 終 上 く は 

@(;  る " 
媒 の 救 2  などに 進 未読 。そ（㏄） る 決定的 の進歩 刻一刻 的 

お し な が と 動 歩   的終 て、 し 、 「神の て の思想 現代 宗教的 ある、 近 ずい 因 によ うる、 
彼 で 社 と て る 八 % 嚢 
は は 会 い お 歴 支社 神抑 内戦「 っ ・ 。 ） （ 3 5 り、 
の 固 ・ 圧 さ いこ神会 " のの と 

」 れ ま 「 支 の とり 進入、 のたた 神配 の は 
歩 々 そ 国 年 租 
を の の 」 を み 
赤 緯 後 の 経 を 
す 放 の 進 6 景   
「 連 累 歩 毎 も 

キ 動 教 の に よ 

改 暦 そ く 示す リスト （社会 革、 史 は の先 

の 主 フ 、 全 の 

し義 る イ うかなは ン つ 実、 
ス て 親 進 

  
    

あ ェ も 

る 。 ス質 め され か   
っ て   

を へ て ち る   に生きいる。 
つ ナど 彼によ みるの の動向 今日ま による そし る が 

や 
で あ （ 平遠音 で貧 てれ 、 ば そ は 

る 。 ㊨ ）のと譲こ 和綿保そ せ 、 
  
て 説 

(580)  34 



クリストフ・プルームハルト @C おける「神の 国」思想の構造 

に の 信 的 確 る 
つ 高 額 他 で 認 思 以 ま、 ｜       
き 結 に 方 方 し 想 上 
っ 合 文 " 強 " や が   

論 と 蹟 
け ら へえこい のらのも 説学ブ 教説 ル 結 はし 的 
れ 自 れ よ の と と l 創 て に 

  た 覚 た う で し し ん 造 の 臨 
間 的 楽 な あ て て ハ 論 「 む 

と し カ   結 6 タ 

あ の な が と に に を 合 し ス 
し 」 ト 

つ に 口 

  社会へ り、 開始、 思 進歩 時代状 思われ 語り、 のべた っ お フ 

" し 「 @C   歴 て よ 
に 当 階 の @C  で し 史   
答 特 級 関 そ は 出 内 教 て 
え の 成 連 れ な し 在 済 で 
る 一 ， 層 @% を い た 北 史 は 
杉 船 化 お 生 。 動 し 的 な 
で 的 の い き 彼 i 銭 
被 風 進 て た は づ く たと 終末 、 
の 湖 行 形 に こ け ぃ 論 白 

思 、 は に @ す れ の え の 然 

想 、 伴 さ ぎ を 構 る 歴 な 
な 、 造 で 史 発 
い 祈 @@ と @ あ 代 展 れたこ 形 そのまが う貧困 。 り し ろ が 史 

成 ま の と だ と て 

さ 彼 社 も が 瞑 の の結 ハノ， @ 。 ） 4 （ ハり み，ら 
れ の 会 む そ 想、   れ 果 
た 土 間 ろ る と 
と 妻 題 ん と し 
い テ 化 で す て 
っ @  、 あ   れ   

て マ 労 る @ 扁 
も で 働   
決 も 大 大 思想 、その 神から こ の 
し あ 衆 き 

て る の く 

0 % 

過 。 教 い 
青 こ 会 っ 

    黙 坐 
で れ 離 て る た 彼 
は ら 反 " 

」 ず 
力 も は 概 る 

な は Ⅱ 人 は の こ 念 と 

極 と れ 間理 ） 4 （ l %@ ム云 教会 め し を 
こ か と 性 て て い いうの にお 

の ら 社 へ 直 日 わ い で 
い 彼 会 の 接 々 ゆ て あ 

35 (581) 

あ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
進
歩
の
思
想
は
、
「
成
熟
」
と
い
う
言
葉
で
も
 表
 現
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
世
界
は
内
発
的
に
熟
し
、
 

も
た
ら
す
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
熟
す
と
は
、
真
理
 へ
 の
 渇
望
、
真
理
の
た
め
の
戦
い
の
激
化
、
深
化
を
い
み
 し
 

の
 宗
教
や
敬
虔
の
形
式
と
は
無
関
係
な
 、
 神
の
創
造
の
定
 め
と
理
解
さ
れ
て
し
 
@
 
O
3
 

あ
 8
 ）
 従
っ
て
、
こ
の
文
脈
に
お
い
 そ

し
て
「
神
の
国
」
を
 

て
い
る
。
そ
れ
は
特
定
 

て
、
 彼
は
は
っ
き
り
と
、
 

観
 主
義
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
統
 的
 啓
示
理
解
に
対
す
る
、
ピ
エ
テ
ィ
ス
ト
的
、
体
験
主
義
 的
 反
逆
と
い
い
う
る
で
 



    

み
で
は
、
彼
は
時
代
に
よ
っ
て
強
く
規
定
さ
れ
た
一
九
 

世
紀
の
思
想
家
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
 

彼
 
が
 
答
え
る
時
、
そ
の
内
 

6
3
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

あ
る
。
 

そ
し
て
、
思
想
の
尖
鋭
化
に
つ
れ
て
、
彼
は
伝
統
的
 

教
 
全
的
な
も
の
の
枠
を
随
所
に
打
ち
破
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
そ
 

れ
に
伴
っ
て
 

、
 
彼
の
 

思
想
は
旧
約
予
言
者
的
色
彩
を
強
く
帯
び
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
た
だ
激
し
い
批
判
や
政
治
化
と
い
う
外
面
の
こ
 

と
 
で
は
な
く
、
神
の
義
 

の
 
前
に
一
切
の
も
の
を
、
就
中
既
成
宗
教
の
主
張
を
柏
村
 

化
し
、
非
神
聖
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
。
そ
し
て
、
 

神
 
の
 
主
権
の
普
遍
性
の
 

最
後
に
 

、
 
彼
の
政
治
的
実
践
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
 

た
い
。
ま
ず
い
う
べ
き
こ
と
は
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
内
的
 

動
機
に
お
い
て
遂
に
 

  



  

クリストフ・プル - ムハルトにおける「神の 国」思想の構造 

注
 （

 1
 ）
本
稿
は
同
題
名
の
修
士
論
文
（
東
京
大
学
、
一
九
 
セ
四
 年
 ）
の
要
旨
に
若
干
の
追
考
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
っ
紙
数
の
 都
ム
口
上
、
詳
細
な
 話
 

論
や
注
は
割
愛
し
た
。
 

（
 
2
 ）
彼
が
い
か
に
伝
統
的
信
仰
（
教
義
）
に
忠
実
に
立
脚
し
 
て
い
る
か
は
以
下
の
叙
述
で
示
さ
れ
る
。
し
か
し
我
々
が
注
目
 す
る
の
は
、
彼
が
そ
 

れ
ら
を
い
か
に
個
性
的
に
徹
底
化
し
、
展
開
し
た
か
で
あ
る
。
 

（
 
3
 ）
 
ロ
 ・
 円
す
痒
ペ
コ
 

の
 せ
 の
の
 
コ
，
 
の
下
 
パ
ざ
 
（
 
0
 つ
ゴ
頭
 
ざ
 %
 ゴ
ヰ
 
Ⅰ
 
年
 （
 
，
 N
 む
 ㍉
 l
C
 
ゴ
ド
 
の
 巨
 （
 
蒋
り
 「
（
 

p
Q
N
 

の
（
 

日
 プ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
ヒ
新
教
出
版
社
）
。
片
刃
 

  

仁
 ヨ
色
 ハ
の
オ
呂
う
プ
 
の
 0
 （
汀
の
ぎ
 巾
 ぎ
ヨ
 ゴ
ぃ
 
「
 
往
 ，
 ぺ
 ㌢
の
（
 由
コ
 
隼
の
。
 
プ
 コ
 1
.
 
岸
コ
 
Ⅰ
 毛
由
 （
の
「
Ⅱ
田
の
い
 

穏
 @
 の
 ・
㏄
の
白
帝
Ⅰ
 
し
 ず
 つ
甘
 
0
0
-
0
 

の
 柑
由
 の
の
 技
 n
@
n
 

ゴ
 ㏄
の
の
 
0
 （
 
円
 
③
 の
  

 
 
 

ヴ
由
ヨ
 里
方
 ゐ
コ
偉
コ
隼
モ
コ
笘
お
 コ
里
 岸
ヨ
ゴ
ぃ
乙
こ
 
い
 由
 立
臼
 1
 の
 ぎ
ま
 斡
 ぃ
ヱ
 ト
 の
の
 

2
.
 

さ
ら
に
彼
を
現
代
的
宣
教
論
の
先
駆
と
み
な
 サ
 の
 は
 、
ト
ウ
ル
ナ
イ
 

は
 政
治
の
世
界
に
踏
み
込
む
の
だ
 

る
。
少
な
く
と
も
、
彼
の
意
識
に
 

し
か
し
、
つ
ぎ
に
、
客
観
的
に
 

政
治
的
有
効
性
が
や
は
り
問
わ
れ
 

一
定
の
体
制
批
判
勢
力
を
形
成
し
 

思
想
的
レ
ベ
ル
で
い
う
な
ら
、
世
 

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
神
の
民
と
 

の
国
」
は
、
常
に
具
体
的
政
治
 目
 

宗
教
的
で
あ
り
、
政
治
的
常
識
や
 

望
を
深
め
、
任
期
の
終
了
と
共
に
 

て
は
、
彼
の
説
教
は
再
び
 父
 と
第
 が

 、
そ
れ
は
本
質
的
に
は
何
ら
政
治
的
行
為
で
は
な
く
、
 専
ち
 宗
教
的
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
 

お
い
て
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
動
機
づ
け
の
性
格
か
ら
し
 て
 、
こ
の
点
は
十
分
確
認
し
う
る
が
（
 

2
 ）
 

は
 彼
は
州
議
員
と
な
っ
て
政
治
に
参
与
し
た
の
で
あ
る
か
 ら
 、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
実
践
が
持
ち
え
た
 

ね
 ば
 な
る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
（
 彼
 が
外
 議
会
社
会
民
主
党
左
派
の
一
員
と
し
て
、
 

え
た
こ
と
を
別
と
す
れ
ば
）
彼
は
余
り
多
く
の
成
果
を
あ
 げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
 た
 よ
 う
 で
あ
る
。
（
 

穏
 ）
 

界
を
神
の
支
配
の
も
と
へ
と
い
う
根
本
的
意
図
自
体
、
政
 治
世
界
の
現
実
と
は
も
と
よ
り
相
容
れ
な
い
 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
結
局
同
一
視
し
き
れ
な
か
っ
た
 こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
彼
の
目
標
で
あ
る
「
 神
 

標
 と
は
重
な
り
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
現
実
 的
 レ
ベ
ル
で
い
う
な
ら
、
彼
は
余
り
に
素
朴
に
 

術
策
に
余
り
に
無
頓
着
で
あ
り
す
ぎ
た
と
も
い
わ
れ
て
 い
る
。
そ
し
て
彼
の
側
で
は
政
党
に
対
す
る
 失
 

、
 党
の
要
請
を
拒
ん
で
再
出
馬
せ
ず
、
議
会
を
去
る
の
 で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
始
ま
る
第
四
期
に
お
い
 

一
期
の
も
の
に
近
づ
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 



（
 
二
り
 

@
 
Ⅰ
 ）
 

（
 
）
Ⅰ
Ⅰ
 

公
リ
 

例
え
ば
、
亜
大
Ⅰ
 
九
 
Ⅰ
 
三
 0
 
Ⅰ
 
三
 0
 五
な
ど
。
 

勺
 ・
の
。
す
む
（
 

N
-
 
の
窩
ガ
偉
 

-
 
痒
 Ⅱ
の
 刃
 。
二
 
%
@
0
 

コ
・
 つ
 む
 ヴ
 @
 
コ
 ㏄
 0
 コ
 ト
 の
㏄
 
0
 。
の
田
の
い
 
 
 

セ
ン
と
 並
ん
で
、
 卸
 ・
 
わ
 i
n
 
圧
面
 ぎ
 （
 
申
す
 
（
の
 
コ
 巨
の
の
 
せ
 0
 「
 毛
 0
 ユ
 。
 ぎ
 
C
@
 
）
（
 
@
 
の
（
仁
の
 

@
 
（
）
 
ロ
の
 
Ⅰ
 ま
ミ
 こ
 
N
 な
笘
 
c
n
 

甘
ト
の
 
の
㏄
 

（
 
4
 ）
彼
の
活
動
期
は
、
ル
ジ
ャ
ン
ズ
・
 ワ
 古
年
 コ
 の
に
よ
っ
て
 次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
 う
 。
 

第
一
期
一
八
八
 0
 ｜
 
一
八
八
八
年
 

第
二
期
一
八
八
八
 ｜
 -
 八
九
六
年
 

第
三
期
一
八
九
六
 ｜
 
一
九
 0
0
 
年
 

（
一
九
 0
 
一
｜
 一
九
 0
 
六
年
、
 州
 議
員
）
 

第
四
期
一
九
 0
 セ
ー
 
一
九
一
 セ
年
 

（
 
5
 ）
下
臣
 毛
 0
 （
 抜
 0
 す
 「
の
子
 
の
コ
せ
 
0
 コ
 の
印
ず
（
 
0
 づ
プ
 ロ
目
 ヨ
ア
ぃ
田
 
（
 曲
 コ
 の
 
め
 -
 
臣
 0
 Ⅱ
Ⅱ
の
 
E
 口
ロ
 
り
 @
 
Ⅰ
㏄
の
の
 

"
-
 
コ
 @
 Ⅰ
 
ゴ
 Ⅱ
 嵩
 め
臣
の
。
年
の
 

コ
 の
め
 
-
 
巨
の
 っ
 円
円
 
0
 の
Ⅰ
㌧
Ⅱ
 0
 Ⅰ
 @
 
幅
内
 
0
 口
 

亡
臣
Ⅰ
 
や
コ
巨
 
い
 い
ダ
田
 

。
 コ
ヰ
 目
の
笘
 
0
 コ
 Ⅰ
 ウ
 オ
 ペ
 
0
 コ
ト
苗
の
つ
 
サ
テ
ト
 の
つ
つ
，
（
 

こ
 れ
は
彼
の
説
教
案
第
 3
 巻
、
以
下
Ⅲ
と
略
す
）
 
9
%
 
ひ
｜
か
詔
 

（
 
6
 ）
本
論
文
の
問
題
意
識
は
、
こ
の
意
味
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
 
的
 な
 、
行
為
の
宗
教
（
思
想
）
的
動
機
づ
け
論
を
念
頭
に
お
い
て
 い
る
。
ま
た
方
法
論
 

的
に
は
、
 
ト
卜
 
レ
ル
 羊
ノ
 （
 
し
ナ
 
つ
の
 o
N
@
 

凹
 -
 
の
ァ
お
コ
詣
 Ⅱ
 臼
 Ⅱ
 
げ
 （
 
昌
 。
牡
の
 
コ
パ
申
宇
紺
 
亡
臣
 0
 ヨ
Ⅰ
 牡
ダ
お
 二
）
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
 社
 食
思
想
の
教
理
史
 

約
分
析
を
参
考
に
し
つ
つ
、
よ
り
微
視
的
に
、
一
思
想
家
に
お
 け
る
そ
の
展
開
過
程
を
叙
述
し
ょ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
  
 

（
 
7
 ）
以
下
父
の
体
験
に
つ
い
て
は
、
 弓
 ・
 
い
む
コ
 
色
色
，
 
目
 。
 プ
ド
コ
コ
 
の
 ヰ
 Ⅰ
 
ず
 （
 
0
 Ⅰ
す
口
 三
ヨ
ア
 の
「
 
由
巨
 
・
の
 ざ
な
 の
コ
 %
 つ
ゥ
ぃ
ヰ
，
の
 

・
の
㏄
 

l
l
P
 

の
 白
 

（
 
8
 
）
い
や
し
は
彼
の
第
一
期
を
特
徴
づ
け
る
も
の
て
あ
り
、
 
彼
は
「
我
々
は
そ
れ
を
百
回
も
体
験
し
た
」
（
Ⅱ
五
七
）
と
い
っ
 
 
 

（
 ハ
 
Ⅰ
）
 勾
 ・
 
ロ
の
 
㌧
の
 
年
コ
め
 
目
の
す
Ⅱ
 
掠
田
 
の
つ
 
プ
し
 二
ロ
 
邑
ロ
 
ゴ
 ぃ
 Ⅱ
Ⅰ
（
亡
臣
 

卸
 ㏄
の
 
ぎ
 0
 ㌧
 0
 （
の
り
 

ま
き
 ・
 い
甲
ぢ
す
 お
の
の
，
 
9
 ト
 キ
 
ト
ウ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
、
前
掲
 、
三
九
頁
。
 

（
 
薦
 ）
故
に
彼
は
し
ば
し
ば
、
神
の
国
は
「
主
権
の
問
題
」
 
呂
ひ
 の
ア
 
（
（
「
 

ぃ
 幅
の
で
あ
る
と
い
う
（
Ⅱ
二
九
九
、
三
五
 

0
 、
四
三
 0
 な
 ど
 ）
。
 

（
Ⅱ
）
の
 い
珪
ド
の
 

1
,
0
 

や
・
 

コ
 （
・
の
・
い
の
 

下
 

（
は
）
近
年
、
倫
理
の
領
域
で
同
様
の
主
張
を
し
た
の
は
、
 ポ
 ン
ヘ
 ツ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
点
で
も
、
 

神
 中
心
主
義
 、
「
安
価
な
恵
み
」
 

の
 拒
否
、
「
成
熟
」
（
「
成
人
」
）
概
念
な
ど
、
両
者
の
思
想
内
容
 

に
お
け
る
類
似
性
は
注
目
に
値
す
る
。
せ
性
・
 

オ
ざ
 F 
0
 つ
 ・
臼
杵
・
 

の
 ダ
 
ト
ウ
ル
ナ
イ
 

ゼ
 ノ
 、
前
掲
、
二
頁
。
 

（
 
H
 ）
さ
ら
に
、
Ⅲ
一
五
、
一
一
九
、
一
二
二
、
三
二
九
な
ど
 
 
 

（
 
M
 ）
例
え
ば
、
Ⅱ
八
六
、
一
九
九
、
二
一
六
、
三
二
八
な
ど
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  る
 

け
 

お
 

 
 

 
 

 
 

レ
 
/
 

 
  

 

ノ
ン
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

ク
 
l
 「ネ中の国」 壮

咀
 

構
 

の
  
 

思
想
 

（
 
w
 ）
こ
の
よ
う
な
徹
底
化
に
呼
応
し
て
、
超
越
的
神
を
廃
し
 

受
肉
の
栢
に
お
け
る
神
の
み
を
み
る
と
い
う
こ
と
も
生
じ
て
 い
る
（
「
超
世
界
的
 

神
は
終
り
を
告
げ
、
 

内
 世
界
的
 神
 が
始
ま
る
」
虹
二
一
八
。
 

さ
 ら
に
 Ⅲ
 三
 二
四
以
下
）
。
 
ザ
 
ウ
タ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
徹
底
化
に
 よ
っ
て
特
徴
づ
け
 

ら
れ
る
第
三
期
を
、
「
説
教
的
尖
鋭
化
」
の
時
期
と
呼
ぶ
（
 
0
 ゃ
 ・
 
n
 @
 
任
 ・
 ト
の
卜
 

）
。
 

（
 
ぱ
 
）
Ⅱ
 三
 
二
九
、
三
四
 0
 、
 四
 0
0
 
。
 

（
㎎
）
の
曲
 屈
任
ゆ
ぺ
 

・
 
0
 や
・
 
c
@
 
（
・
 
，
 。
・
 
ト
の
 
Ⅱ
 

（
 
弟
 
）
Ⅲ
一
玉
 0
 以
下
、
三
五
七
、
三
九
二
。
 

（
 
れ
 ）
 
皿
 三
五
以
下
、
六
一
以
下
、
二
一
七
、
二
九
八
、
三
三
 七
 、
四
二
八
以
下
な
ど
。
 

（
 
我
 
）
Ⅱ
 二
 0
 八
二
八
以
下
、
六
六
な
ど
。
 

宛
 ）
Ⅱ
一
五
、
二
 
0
 八
二
八
、
一
二
九
、
二
六
九
な
ど
。
 

宛
 ）
 
皿
八
 
Ⅰ
一
二
 0
 、
一
二
七
、
二
八
九
、
三
八
 0
 な
ど
  
 

（
 
わ
 ）
Ⅱ
・
の
り
す
 い
り
ら
 

0
 二
円
下
の
 宮
 0
 挿
ぎ
 。
 オ
 のめ
 ユ
 コ
ロ
の
Ⅱ
 

屈
コ
ゆ
 
の
 コ
 り
コ
 ヰ
 0
 コ
 毛
コ
 ㎏
の
「
 

め
コ
ぴ
日
ヨ
 す
り
「
 

年
 （
 
、
 
（
 
ヨ
 @
N
 臼
井
目
ユ
曲
Ⅰ
 
む
 （の
 日
簗
 ひ
日
ぃ
 
由
 の
り
下
の
円
 甘
の
 
o
-
o
 
の
 @n
 

P
.
 
ト
つ
 
い
 ひ
 ・
の
・
の
の
 

0
 ユ
ウ
べ
め
 ・
）
の
・
め
の
の
 

曲
 ・
・
の
め
Ⅱ
（
 

（
 
笏
 
）
の
 0
 す
む
 
（
 
N
.
O
 
づ
 ・
主
神
・
・
 

"
.
 
）
 づ
 
Q
h
.
.
P
 
の
 ト
 

ガ
 ）
Ⅲ
八
四
、
九
三
、
一
二
 
0
 、
一
九
九
、
二
 0
 六
 、
三
六
 
三
な
ど
。
 

（
 
為
 ）
Ⅱ
四
三
四
以
下
。
こ
れ
は
第
二
期
に
お
け
る
も
の
で
あ
 
る
が
、
彼
の
信
仰
理
解
に
関
し
て
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
 の
で
あ
る
 0
 
や
や
性
 

急
 と
も
思
わ
れ
る
こ
の
ル
タ
ー
批
判
に
対
し
て
、
シ
ュ
ー
ダ
ー
 は
 、
は
っ
き
り
と
ル
タ
ー
の
「
信
仰
の
み
」
を
擁
護
し
（
 0
 ロ
・
。
 

岸
 ・
 
，
の
 ・
む
り
 

り
，
ウ
 
Ⅱ
 ら
 ）
 

ト
ウ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
（
前
掲
、
六
九
頁
）
 

と
ザ
 ウ
タ
ー
（
 0
 口
 ・
 
n
@
 
（
 ・
Ⅱ
Ⅰ
 っ
ヤ
 ）
は
 、
 ル
タ
ー
へ
の
誤
解
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
 調
停
し
ょ
う
と
す
 

る
 。
だ
が
、
こ
の
ル
タ
ー
批
判
は
プ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
思
想
的
 体
質
、
そ
の
根
本
的
問
題
意
識
な
ど
を
鮮
や
か
に
示
す
も
の
と
 し
て
正
面
か
ら
 
受
 

取
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
彼
の
 カ
 ル
ヴ
ィ
 
ニ
ズ
 
ム
的
 ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
 
ズ
ム
 
（
行
為
に
お
け
る
信
仰
の
証
し
）
を
 

示
し
、
ま
た
、
 
彼
 

が
 
ル
タ
ー
派
（
お
よ
び
 ピ
ヱ
 
テ
ィ
ス
ト
）
の
支
配
状
況
へ
の
 反
 道
者
、
批
判
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
人
が
義
と
さ
れ
る
か
ど
 う
か
、
と
い
う
 ル
 

タ
１
 的
 設
問
そ
の
も
の
が
、
彼
に
と
っ
て
は
人
間
中
心
主
義
的
 と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
余
り
に
安
易
に
「
信
仰
 の
み
」
に
よ
る
 
安
 

 
 
 
 

何
 な
恵
み
」
（
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
）
を
享
受
す
る
。
そ
の
結
果
 
、
 
神
は
人
間
の
現
実
を
揺
り
動
か
す
 カ
 と
は
な
り
え
ず
、
逆
に
 人
間
の
宗
教
的
自
㈹
 

己
 満
足
に
仕
え
る
も
の
と
な
り
終
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

（
 
恭
 ）
Ⅱ
四
三
、
ニ
一
Ⅰ
三
一
四
以
下
、
二
七
七
以
下
、
三
 
0
 四
 、
三
四
 0
 な
ど
。
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クリストフ・プルームハルト におけ る 「   神の国」 思想の構造 

完
遂
さ
れ
た
と
み
る
 
G
F
 
阜
 9%
 ㏄
 由
 ）
 0
 
だ
が
、
我
々
は
 こ
こ
に
こ
れ
ら
の
い
み
で
の
世
俗
化
よ
り
は
む
し
ろ
救
済
史
的
 終
末
論
の
徹
底
化
 

を
み
る
。
そ
の
理
由
は
 1
 、
こ
こ
で
は
宗
教
的
諸
表
象
そ
の
も
 
の
も
、
ま
た
歴
史
の
宗
教
的
意
味
づ
け
も
、
最
終
的
に
は
 何
 ら
 失
わ
れ
て
お
ら
 

ず
 、
そ
の
傾
向
も
な
い
こ
と
。
逆
に
歴
史
的
現
実
が
宗
教
的
に
 解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

2
 、
「
し
る
し
」
を
媒
介
と
し
 て
の
終
末
論
の
歴
 

史
 化
は
、
救
済
史
的
終
末
論
（
と
い
う
歴
史
観
、
こ
れ
を
 シ
ュ
 ソ
ツ
 は
全
く
顧
慮
し
て
い
な
い
）
を
徹
底
す
れ
ば
当
然
生
じ
る
 こ
と
に
す
ぎ
な
 

い
 。
「
し
る
し
」
は
こ
の
歴
史
観
に
必
須
な
歴
史
解
釈
的
メ
ル
ク
 マ
ー
ル
で
あ
る
。
ま
た
「
成
熟
」
を
媒
介
と
す
る
歴
史
内
在
 化
も
、
救
済
史
的
 

進
歩
が
、
徹
底
し
た
世
界
の
創
造
論
的
理
解
と
結
合
し
た
も
の
 と
し
て
、
よ
り
十
分
に
理
解
さ
れ
る
。
 

（
Ⅱ
）
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
説
教
の
ほ
と
ん
ど
が
、
聖
書
の
講
 解
説
教
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
 ト
ピ
 
ソ
ク
・
サ
ー
モ
ン
（
主
題
 説
教
）
に
近
い
も
の
 

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
 0
 そ
れ
は
、
時
代
的
問
題
 意
識
が
先
に
立
つ
タ
イ
プ
の
説
教
で
あ
る
。
 

（
 
乾
 ）
そ
れ
は
、
ト
ウ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
が
い
 
う
 よ
さ
に
、
神
が
世
 界
 に
向
う
と
い
う
信
仰
に
表
現
を
与
え
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
 っ
た
 
（
前
掲
、
一
二
 

五
頁
）
。
ま
た
、
彼
の
政
界
入
り
の
 

経
 連
は
概
略
次
の
よ
う
な
も
 の
で
あ
っ
た
。
労
働
者
の
立
場
を
擁
護
す
る
態
度
表
明
（
 
一
 八
九
九
年
六
月
、
 

社
民
党
大
会
）
。
そ
の
後
多
く
の
政
治
的
集
会
に
招
か
れ
て
語
る
 。社
民
党
支
持
表
明
（
同
年
一
 

0
 月
 ）
。
こ
れ
を
各
紙
は
 
セ
ン
 セ
ー
シ
。
 
ナ
ル
 に
 

報
じ
、
宗
務
局
は
牧
師
 職
 離
脱
を
要
請
、
周
囲
の
動
揺
も
大
 き
 か
っ
た
。
こ
の
 
人
 ぎ
な
社
会
的
反
響
は
彼
の
予
想
外
の
こ
と
で
 あ
っ
た
。
ま
た
 
彼
 

は
 元
来
議
員
と
な
る
意
志
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の
態
度
表
明
（
 
そ
れ
は
同
時
に
、
教
会
体
制
へ
の
批
判
の
表
明
で
も
あ
っ
た
）
 
を
 改
め
て
確
認
 

し
 、
ま
た
そ
れ
へ
の
責
任
を
と
る
と
い
う
形
で
、
党
の
要
求
を
 受
け
て
立
候
補
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
政
界
入
り
は
 受
 動
的
な
も
の
で
あ
 

り
 、
ル
ジ
ャ
ン
は
 、
 「
こ
の
世
の
事
柄
に
お
い
て
彼
に
ふ
り
か
か
 っ
て
 き
 た
も
の
を
、
意
識
的
に
受
け
と
っ
た
の
で
あ
る
」
 8
 Ⅰ
 宙
 ニ
 %
S
.
 ）
 と
 

い
 う
 。
し
か
し
、
彼
の
内
面
的
思
想
的
構
造
と
結
び
つ
い
た
 積
 極
 的
姿
勢
も
見
落
し
て
は
な
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
 彼
に
と
っ
て
は
 

「
神
の
任
命
」
（
 ザ
 ウ
タ
ー
）
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
彼
に
と
っ
 て
 、
政
治
は
「
神
の
国
」
の
課
題
と
し
て
避
け
て
通
る
こ
と
の
 で
き
な
い
も
の
と
 

な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

（
㎎
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
不
足
し
て
お
り
十
分
な
 こ
と
は
い
え
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
伝
記
的
叙
述
に
よ
る
限
り
 で
は
、
政
治
家
と
し
 

て
の
目
ざ
ま
し
い
活
動
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
 

41 (587) 



カントの子形而上学 講議 』 における 

  

自由論 

的 不 も 居、 学 か 理 的 て を 
弁 と 可 の さ 権 的 る 念 「 は 解 さ 

証 こ 避 で て し 理 解 の 命 な 決 き 
論 ろ と あ そ 行 金 洗 二 法 ら せ に われわ 」のいで「 純 なって ろうか うだと 為する と呼ば へと 導 重性 に 」によ ないの しめる 

わ 粋 く 。 す 主 れ い ， 由 っ は に れ 
ゆ 埋 る 力 れ 体 た た 来 て 、 至 は   
謬 判 に の そ て れ 直 し じ る 唯 ン 

推 」 思 自 の の わ 接 た め 解 一   の われるにおい理論に 「純 曲輪を 心理学 自己直 れの 心 的、原 がって 自覚 て 契 決 の の契機 

お て       
て カ 
で ン   
あ ト 契 論 の の 理 判 
る が 
  l 已 ¥ 

こ， こ 。 豆 " " 
で す   

層 ち い （ に 抗 で 、 な る 

  し そ 即 こ 二 

わ て   」に つ （自覚） らかに び神学 された では、 @ えま、 
こ 目   

我 て 
に い るの 関し 穿 の識 と 

  こ よ 

上 越   -@A> こ う 
  で は   

43 ( 英 9) 

カ 

ン 

ト 

の 

形 『 

而 
  上 

学 
講 
義   

アヒ @ 

お 
け 

る 

自由Ⅰ 

き命 

西 

国 

夫 



(5 ㏄ 、 ) 44 

て え は に 養 ず れ れ る 力 あ の 誤 
お ら 、 つ し に た て 前 ン げ 「 っ 

; 穏あ 宅 悪ぶ あ 拭皆ム 下薬 轟 
と い 「 の け 理 で 。 で 私 る 的 理 

い     
も 

と 

つ 解く " ん ガゆ部 わ ー てはう " " 単   
る 

ッ 義 に 理 か   的に） の関係前の力参照 す 問題に ができ @@ 一 こまま 」 の 田 ca 工学 講 おそら 「合理 一般の 認識 にお入るるこント る 。 （ ） 3 とん を テ 」 義 （ ） 2 く彼 的心 「ム ロ 

と い に が し ど キ が が 理理 し 

学 的 よ 

よ   
っ ど っ て っ た と わ 判 に 理 と 
て の て い て く し れ 」 っ 学 す 
" よ " た こ と て に を い 」 る 

究 う 小 、 の ら 行 は 執 て を     わな 残筆 はと一 、 り種 

（ そ 

ミ の 義 
か 「 

  
の り 

「 う 宇 
感 と 宙 
官こ 論 
め る 
あ で ， 已 、 

ら 、 理 

ゆ るの こ半 、 
対 学 お 
萎さ @c  よ 
の 関 び 
総 す 合 
括 る 理 
は 区 的 
「 分 神 
自 と 学 
熱 射 と 

」 象 い 

で と う 

あ に 四 

りつつ " いの 
こ て 部 
の の 門 
百 論 に 
然 述 分 
の が け   
は れ て 
「 て い 

白 い る 
然 る が 



カントのに形而上学討議』 

の
み
に
よ
っ
て
代
表
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
 る
 
（
の
・
 
お
，
お
 0
 ）
。
そ
こ
で
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
思
料
 惟
 や
 意
欲
な
ど
の
働
き
な
 

い
し
そ
の
主
体
と
し
て
の
心
霊
、
す
な
む
ち
自
我
が
 、
こ
 こ
で
内
官
の
対
象
と
見
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
か
 ら
 
「
思
惟
す
る
主
体
 円
 

「
わ
れ
わ
れ
の
小
手
一
皿
」
（
 め
 ・
 お
 ）
、
「
思
惟
す
る
自
我
」
 

G
 

お
 ）
、
「
思
惟
 し
 意
志
す
る
存
在
者
」
（
の
 ，
お
 ）
な
ど
と
 呼
 ば
れ
る
も
の
は
、
 
こ
 

 
 

こ
で
は
「
内
官
の
対
象
し
の
別
名
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
   

 
 
 
 

 
 

で
は
か
か
る
内
官
の
対
象
と
し
て
の
自
我
は
、
一
体
ど
の
 よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
 て
 
カ
ン
ト
は
、
さ
き
 

 
 

 
 

の
 

「
予
備
的
諸
概
念
」
に
お
い
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
 

根
底
に
存
し
て
、
内
官
の
意
識
を
表
わ
す
基
体
の
 u
 ヴ
の
 
（
Ⅱ
 
笘
 口
ヨ
 
は
 自
我
と
い
う
 

@ おける 自 

ト
 
㏄
 
9
 
 
づ
㏄
）
 
，
の
 
・
 
づ
の
、
ト
ト
 

N
,
 
ト
め
 
㏄
Ⅱ
・
 
頭
 年
メ
 づ
目
 ，
 
億
 
け
の
 
0
.
 

炭
斗
 

ポ
 づ
 （
（
（
・
の
も
の
の
・
㌍
 

簗
 u
.
 
の
・
 
も
 し
。
も
っ
と
も
こ
の
思
惟
 と
 意
欲
と
の
外
に
「
感
情
 

の
の
 
田
申
王
 
」
あ
る
い
は
「
 快
 ・
不
快
の
能
力
」
が
挙
げ
ら
 
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
（
の
・
 P
 ざ
 ・
お
七
二
 

H
.
 

㌍
 芭
、
そ
 れ
ら
が
単
に
「
思
惟
」
 

曲論 

学
巾
す
せ
 の
 ご
こ
 m
 げ
 」
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
 
れ
に
は
「
二
種
の
感
官
兵
つ
ま
り
「
外
官
」
と
「
内
官
 
」
と
が
与
え
ら
れ
て
い
 

る
 。
そ
れ
ゆ
え
自
然
学
は
、
「
外
官
の
対
象
の
自
然
学
」
 

と
「
内
官
の
対
象
の
そ
れ
」
と
に
、
す
な
わ
ち
物
理
学
 
と
 心
理
学
と
に
区
分
さ
 

れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
学
は
、
そ
の
認
識
の
根
拠
の
 
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
経
験
的
と
合
理
的
と
に
分
け
ら
れ
る
 

そ
れ
で
心
理
学
は
 、
 

 
 

「
経
験
的
心
理
学
」
と
「
合
理
的
心
理
学
」
と
い
う
二
つ
 0 部
門
を
も
つ
こ
と
に
な
る
、
前
者
は
「
経
験
か
ら
 汲
 み
 と
ら
れ
る
限
り
で
の
 

（
 
4
 ）
 

 
 

内
官
の
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
し
で
あ
る
に
対
し
て
、
 後
 者
は
「
純
粋
理
性
か
ら
得
ら
れ
る
限
り
で
の
内
官
の
対
 象
の
認
識
」
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
合
理
的
心
理
学
は
、
合
理
的
物
理
学
と
同
 様
に
、
そ
の
原
理
が
純
粋
理
性
に
求
め
ら
れ
る
限
り
、
「
 形
而
上
学
に
属
す
る
だ
 

ろ
う
」
が
、
経
験
的
心
理
学
は
経
験
的
物
理
学
と
同
様
、
 「
形
而
上
学
に
は
属
さ
な
い
」
と
見
な
さ
れ
る
。
 

さ
て
こ
の
論
述
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
心
理
学
と
は
、
 要
 す
る
に
「
内
官
の
対
象
の
自
然
学
し
で
あ
る
。
で
は
そ
の
 「
内
官
の
対
象
」
と
 

は
 、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
 ば
 、
内
官
の
対
象
の
「
働
き
 
笛
笘
コ
臼
且
俺
 
的
の
一
般
的
 規
 定
 」
は
、
外
宮
の
 

対
象
の
そ
れ
が
「
運
動
け
臼
き
 笘
品
 」
で
あ
る
に
対
し
 て
 

「
思
惟
し
の
ロ
ガ
の
 
コ
 」
と
「
意
欲
圭
三
す
 コ
 」
と
 で
あ
る
（
の
・
 お
 ・
 ト
 ㌶
・
 



概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
経
験
的
心
理
学
の
概
念
で
 あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
 
9
 ま
 ）
と
。
こ
こ
で
「
根
底
に
存
 

  

た
も
の
は
、
こ
の
前
後
の
関
連
か
ら
見
て
 、
 明
ら
か
に
 「
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
根
底
に
存
し
て
…
…
」
 と
い
う
意
味
で
あ
る
と
 

 
 
 
 

思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
我
と
い
う
概
念
は
 、
 も
と
も
と
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
介
し
て
、
あ
る
い
は
 経
 験
 に
お
い
て
意
識
さ
れ
 
ぴ
 

る
も
の
と
し
て
、
一
種
の
「
経
験
概
念
」
②
・
 
P
 さ
 ）
 と
い
 え
る
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
「
私
は
在
る
」
と
い
う
命
題
は
 、
 デ
カ
ル
ト
 に
よ
っ
て
「
明
証
的
で
あ
る
、
最
初
の
経
験
命
題
」
と
 考
 え
ら
れ
た
。
し
か
し
 

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
「
私
」
は
、
「
人
間
と
 
し
て
の
 私
 」
と
「
叡
知
者
 H
 
三
回
）
～
㏄
 

省
 い
と
し
て
の
 私
 」
と
い
う
「
二
重
の
意
 

味
 」
に
解
さ
れ
得
る
。
前
者
は
「
内
官
と
外
官
と
の
 対
 象
 」
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
は
「
内
官
の
み
の
対
象
」
 で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 

よ
う
な
「
叡
知
と
し
て
の
 私
 」
が
、
外
官
の
対
象
と
し
 て
の
身
体
と
結
び
つ
い
て
人
間
を
形
成
す
る
場
合
に
は
、
 「
心
霊
」
と
呼
ば
れ
る
 

（
の
・
 

ま
 ）
。
だ
か
ら
「
心
霊
と
し
て
の
 私
 」
は
「
身
体
に
 よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
こ
れ
と
交
互
作
用
 
n
o
 

目
ヨ
 

e
r
o
 

ぎ
日
 を
行
な
っ
て
い
る
。
」
 

（
の
・
 

お
 ）
そ
こ
で
心
霊
と
し
て
の
私
は
「
世
界
に
お
け
る
 私
の
場
所
 
0
 ユ
 」
を
身
体
に
よ
っ
て
決
定
す
る
が
、
「
 身
体
の
中
で
の
私
の
場
 

が
 」
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
 

5
 ）
そ
う
で
な
け
れ
 ば
 、
「
心
霊
と
し
て
の
 私
 」
が
、
「
外
的
関
係
に
お
い
て
」
 
直
観
し
得
る
こ
と
に
な
 

ろ
 う
 か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
身
体
を
引
裂
か
れ
た
 人
は
、
自
分
の
身
体
の
内
部
を
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
 。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
 

見
ら
れ
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
身
体
的
存
在
者
で
あ
っ
 て
 、
「
思
惟
す
る
存
在
者
」
と
は
区
別
さ
れ
得
る
。
だ
か
 ら
 、
た
と
え
四
肢
の
大
 

人
間
が
「
身
体
と
は
区
別
さ
れ
る
心
霊
」
を
も
っ
て
 い
 

部
分
を
失
っ
て
も
、
彼
は
な
お
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
「
 

ト
は
 、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
身
体
の
状
態
の
変
化
に
も
 

に
よ
っ
て
も
分
か
る
の
で
あ
る
。
」
（
の
・
 

づ
 
8
 

で
は
か
か
る
「
心
霊
と
し
て
の
 私
 」
、
自
我
は
、
一
休
、
 

る
こ
と
、
「
心
霊
と
し
て
の
 
私
 」
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
「
 

か
か
わ
ら
ず
、
「
変
化
し
な
い
私
と
い
う
単
な
る
概
念
は
 

私
は
あ
る
」
、
「
こ
れ
は
私
の
脚
で
あ
る
」
と
言
い
得
る
 

実
体
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 

誰
に
も
容
易
に
、
常
識
 

他
の
多
く
の
 概
 

こ
れ
に
つ
い
て
 カ
ン
 

  
 
 



  

  

 
 

 
 

「
そ
の
実
存
在
が
単
に
自
存
性
の
岸
 
汀
円
の
 （
の
 
コ
 い
な
る
も
の
 

」
で
あ
る
に
対
し
て
、
偶
有
性
と
は
「
述
語
と
し
て
の
 

み
、
あ
る
い
は
事
物
の
 

ント の 珪 形而上学 講講 田における自由論 

る い 提 三 の い ま し 
判 て 、 段 数 る た 得   
関 上 び の お を 的   
供 述 結 形 よ 、 な け 
し の 論 式 び わ も れ 

ね め ど も 応 に 言葉 「存 相 に をと わ 自 

ず 在 当 つ は れ 株 札 
る 論 す て 筆 は を は   
の に 見 な 補 か い ち、 

  
体 そ 

山口 

ミ五 

て と 

@@@ u@ 

し み   
(593) 

念
の
基
礎
ラ
日
Ⅰ
曲
ヨ
 の
コ
 
（
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
我
と
 い
う
こ
の
概
念
は
、
王
、
実
体
性
の
仁
 ヴ 降
の
黒
ぎ
ま
ぎ
 

2
 、
単
純
性
 田
ヨ
 ・
 

づ
 ）
 
p
N
 
ぃ
 
（
 緊
 …
…
 3
 、
非
物
質
性
Ⅰ
 ヨ
ヨ
笘
陪
 ぎ
ま
 韓
 …
…
を
 表
わ
す
か
ら
で
あ
る
ご
（
の
・
 お
ブ
 ）
と
。
こ
れ
に
よ
っ
 て
 明
ら
か
な
よ
う
に
、
 

彼
は
自
我
と
い
う
単
な
る
概
念
が
、
す
で
に
「
実
体
性
」
 を
 表
わ
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
様
に
 、
こ
の
自
我
の
概
念
が
 

表
わ
す
と
見
ら
れ
る
「
単
純
性
」
「
非
物
質
性
」
も
 、
す
 ぐ
 後
で
明
ら
か
に
な
る
よ
 う
 に
、
自
我
の
実
体
性
と
不
 可
分
な
の
で
あ
る
。
 
そ
 

こ
で
先
ず
、
「
自
我
の
概
念
が
実
体
性
を
表
わ
す
」
と
い
 

わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
、
カ
ン
ト
の
説
明
を
聴
い
て
み
 よ
う
。
「
 ハ
 T
.
 

一
し
実
体
と
は
 

ハ
 こ
れ
に
口
内
属
す
る
す
べ
て
の
偶
有
性
レ
ガ
 注
 Ⅰ
の
目
の
 第
一
の
主
語
 
ハ
 主
体
 u
 で
あ
る
。
 ハ
 2
 口
し
か
る
に
こ
の
 
自
我
は
、
あ
ら
ゆ
る
 偶
 

有
性
と
述
語
と
が
帰
属
し
得
、
ま
た
他
の
物
の
述
語
と
 は
な
り
得
な
い
絶
対
的
主
語
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
我
は
 実
体
的
な
も
の
を
表
わ
 

し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
偶
有
性
が
そ
れ
 に
 内
属
す
る
基
体
は
実
体
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 ハ
 4
U
 こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
 

 
 

が
 実
体
を
直
接
に
直
観
し
得
る
唯
一
の
場
合
で
あ
る
。
 わ
 れ
わ
れ
は
い
か
な
る
も
の
に
関
し
て
も
、
そ
の
基
体
 と
 第
一
の
主
語
と
を
直
観
 



限
定
と
し
て
の
み
実
存
在
す
る
も
の
」
、
「
そ
の
実
存
在
 
が
 内
属
で
あ
る
も
の
」
で
あ
る
（
の
・
 
お
 ）
。
し
た
が
っ
て
 
実
体
の
本
質
は
 、
デ
ヵ
 

ル
ト
や
 ス
 ピ
 ノ
ザ
が
考
え
た
よ
う
に
「
独
立
体
 ぎ
宙
 e
 Ⅰ
の
 
寺
已
 」
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
持
続
性
い
の
 
宙
 p
q
 

（
）
 

ざ
甘
ガ
 
文
ニ
 に
 存
す
る
。
 

な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
は
 、
 「
そ
こ
か
ら
諸
述
語
が
 
結
果
し
て
く
る
主
体
」
を
、
す
な
わ
ち
「
実
体
の
持
続
 
性
 」
を
前
提
す
る
か
ら
 

で
あ
る
（
の
 
、
び
か
 

）
。
遺
稿
に
お
い
て
も
こ
う
書
か
れ
て
い
 る
 。
「
あ
ら
ゆ
る
茂
在
的
な
も
の
は
、
他
の
も
の
の
限
定
 と
し
て
の
み
実
存
す
る
 

か
 、
あ
る
い
は
ま
た
、
単
に
主
語
と
し
て
の
み
実
存
す
 
る
か
で
あ
る
。
前
者
の
実
存
在
は
内
属
で
あ
り
、
 

後
者
は
自
存
性
で
あ
 

る
 。
」
（
 
パ
づ
 
（
 
H
H
 
㌫
 コ
 8
 
 「
端
的
に
…
・
・
・
主
語
で
あ
る
も
の
 

、
す
な
わ
ち
究
極
の
主
語
 
宙
 ㏄
の
 
-
 
の
 （
 
ヰ
 の
ぎ
庄
の
 ガ
 *
 は
 実
体
で
あ
る
。
」
（
Ⅹ
 

せ
 （
Ⅰ
（
 

の
お
さ
「
実
体
が
永
続
的
七
の
日
目
の
 
す
 匹
で
あ
る
こ
と
は
 実
体
に
属
す
る
。
実
体
が
中
絶
す
る
と
想
定
す
る
な
ら
 ぱ
 、
こ
の
中
絶
は
い
か
 

な
る
実
体
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
 ピ
 
（
 
パ
セ
 
（
 
H
H
 
総
 
り
づ
）
と
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
さ
き
の
 
第
一
の
命
題
に
お
い
て
、
 

「
実
体
と
は
内
属
す
る
す
べ
て
の
偶
有
性
の
第
一
の
主
語
 で
あ
る
し
と
い
わ
れ
た
意
味
は
、
十
分
に
了
解
さ
れ
 得
 る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
 

命
題
に
お
い
て
は
、
自
我
こ
そ
は
、
そ
の
よ
う
な
第
一
 の
 主
語
と
し
て
の
「
絶
対
的
主
語
」
、
つ
ま
り
究
極
の
主
 体
で
あ
る
こ
と
が
主
張
 

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
こ
う
し
た
二
つ
の
命
題
を
結
び
 つ
け
て
、
第
三
命
題
で
は
「
自
我
は
実
体
的
な
も
の
を
 表
 わ
し
て
い
る
。
」
と
 結
 

諭
 さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
間
接
推
理
の
形
式
を
と
っ
て
自
我
の
実
体
性
を
 論
証
し
て
い
る
箇
所
は
 、
 他
に
も
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
 合
理
的
心
理
学
」
に
 

お
い
て
、
心
霊
を
「
他
の
事
物
と
の
比
較
に
お
い
て
」
（
 
第
二
章
）
、
ま
た
「
他
の
事
物
と
の
結
合
に
関
し
て
」
（
 
第
三
章
）
考
察
す
る
 前
 

に
 、
心
霊
を
「
絶
対
的
に
、
す
な
わ
ち
端
的
に
そ
れ
 自
 休
 に
お
い
て
」
考
察
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
際
彼
は
 、
存
 在
 論
の
超
越
論
的
概
念
 

を
心
霊
に
適
用
し
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
山
心
霊
は
実
 体
で
あ
る
。
㈲
心
霊
は
単
純
で
あ
る
。
㈹
心
霊
は
個
別
 的
 実
体
で
あ
る
。
㈲
 心
 

霊
は
無
条
件
的
に
自
発
的
に
行
為
す
る
存
在
者
四
ヨ
 づ
 ）
 
ぃ
 
の
円
 
t
e
 

（
の
で
 

o
 耳
 P
 口
の
 

a
 
a
 

㏄
の
 

コ
 の
で
あ
る
。
」
 公
ツ
 
ト
ト
の
）
と
。
 

そ
し
て
こ
の
第
一
の
 命
 

頴
は
 つ
い
て
、
こ
う
説
い
て
い
る
。
 目
 2
u
 

自
我
と
は
 

他
の
事
物
の
い
か
な
る
述
語
に
も
な
ら
な
い
限
り
で
の
 主
 語
を
意
味
す
る
。
ハ
ー
 
口
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H
n
 
ゴ
 ・
・
・
…
し
と
い
わ
れ
た
も
の
は
、
自
我
以
外
の
も
の
は
 

す
べ
て
述
語
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
得
る
が
、
た
だ
自
我
 の
み
は
述
語
を
介
さ
ず
 
4
 

憶
ァ
 

形
 

 
 0

%
 

ト
切
ノ
 

j 土芋講義』におけ   る 自由論 

他
の
事
物
の
い
か
な
る
述
語
に
も
な
ら
な
い
も
の
は
 実
 体
で
あ
る
。
ハ
ツ
 u
 自
我
は
あ
ら
ゆ
る
述
語
、
あ
ら
ゆ
る
 思
惟
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
、
 

お
よ
び
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
 下
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
判
断
の
普
遍
的
主
語
で
あ
 る
 。
 ハ
ア
し
 私
は
在
る
 、
 

私
は
思
惟
す
る
、
私
は
行
為
す
る
、
と
の
み
私
は
言
い
 得
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
我
が
他
の
或
る
も
の
の
述
語
で
あ
 る
な
ど
と
は
全
然
言
い
 

得
な
い
。
…
・
・
・
 

n
3
u
 し
た
が
っ
て
自
我
、
あ
る
い
は
 自
 我
 に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
心
霊
は
実
体
で
あ
る
。
」
（
の
 P
P
 
の
 ア
 ）
と
。
こ
こ
で
 

は
 、
 T
u
 

の
大
前
提
よ
り
も
 n
2
U
 の
小
前
提
が
さ
 
き
 に
 置
か
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
全
体
の
趣
旨
は
、
さ
き
 の
 説
明
に
あ
け
る
 
ハ
 
3
U
 

ま
で
の
部
分
の
そ
れ
と
、
ま
っ
た
た
く
同
様
で
あ
る
と
 い
え
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
 

ハ
 
2
 口
の
小
 
前
提
に
当
 6
 部
分
が
 

億
グ
し
ハ
グ
 
U
 の
補
足
丈
に
よ
っ
て
、
一
層
詳
細
に
 、
ま
 た
 具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
さ
き
の
説
明
文
の
 ハ
 
4
 口
の
部
分
で
は
、
 
ハ
 3 口
ま
で
の
三
段
論
法
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
部
分
を
 指
し
て
、
「
こ
れ
は
、
 

わ
れ
わ
れ
が
実
体
を
直
接
に
直
観
し
得
る
唯
一
の
場
合
 で
あ
る
。
…
…
私
は
私
の
う
ち
に
実
体
を
直
接
に
直
観
す
 る
 。
」
と
述
べ
ら
れ
て
 

い
る
。
つ
ま
り
 ハ
 
3
U
 
ま
で
の
部
分
に
お
い
て
、
理
性
の
 間
接
推
理
に
よ
っ
て
自
我
の
実
体
性
が
論
証
さ
れ
た
か
 に
見
え
る
、
そ
の
直
後
 

に
お
い
て
、
「
こ
れ
は
、
…
・
・
・
実
体
を
直
接
に
直
観
し
得
 る
 唯
一
の
場
合
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
こ
 れ
は
矛
盾
に
思
わ
れ
る
 

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
「
宇
宙
論
」
に
お
い
て
 も
 、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
内
官
の
信
頼
性
は
確
実
で
あ
 る
 。
私
は
存
在
し
、
 
こ
 

 
 

の
こ
と
を
私
は
感
じ
 宙
ゴ
 （
の
 
コ
 、
ま
た
私
は
私
を
直
接
 
に
 直
観
す
る
。
」
（
 s
.
 
お
 ）
と
。
「
合
理
的
心
理
学
」
に
お
 い
て
、
心
霊
と
身
体
と
 

の
 交
互
作
用
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
「
心
霊
は
内
官
に
よ
 っ
て
の
み
自
己
を
直
観
す
る
。
だ
か
ら
或
る
場
所
に
お
 い
 て
自
己
を
直
観
す
る
 

 
 

一
 
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
場
所
を
意
識
す
る
こ
と
も
で
 き
な
い
。
…
…
し
か
し
私
は
内
官
に
よ
っ
て
私
自
身
を
 直
観
す
る
。
「
（
の
・
）
の
 

か
 ）
 

 
 

 
 

-
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
遺
稿
に
お
い
て
も
、
「
心
性
 知
日
ま
は
実
体
を
直
観
す
る
。
」
（
お
せ
 
H
H
 

（
・
の
 

遷
 S
 
「
 自
 我
を
例
外
と
し
て
、
 
一
 

@
 
述
語
に
よ
っ
て
の
み
考
え
ら
れ
得
る
。
」
（
お
せ
Ⅰ
（
（
・
の
 

遷
コ
と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
自
我
を
例
外
と
 し
て
曲
目
の
内
の
口
 

0
 日
ヨ
 ㊦
 ヰ
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と
も
、
内
官
に
よ
っ
て
直
接
に
直
観
し
得
る
と
い
う
こ
 と
 暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
自
我
を
例
外
と
し
て
…
…
」
 と
い
う
語
は
 、
 明
ら
か
 

 
 

ほ
 さ
き
の
 ハ
 4
 口
の
命
題
に
お
け
る
、
「
わ
れ
わ
れ
が
実
体
 
を
 直
接
に
直
観
し
得
る
唯
一
の
場
合
」
を
指
し
て
い
る
 と
 思
わ
れ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
今
の
遺
稿
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
 自
我
以
外
の
「
一
切
は
、
述
語
に
よ
っ
て
の
み
考
え
 ろ
 れ
 得
る
。
」
な
ぜ
な
 

，
ら
、
 「
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
偶
有
性
に
よ
っ
て
実
体
を
知
 

も
 、
こ
の
よ
う
に
「
実
体
を
直
接
に
直
観
す
る
」
と
い
，
 

る
に
 士
ソ
ぷ
ヒ
 

な
い
」
（
の
・
 

ひ
 ㏄
し
か
 二
レ
で
 
七
の
る
。
そ
し
て
「
 
ム
り
 

っ
 表
現
は
、
「
批
判
」
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
も
と
よ
り
 

れ
わ
れ
は
事
物
を
た
だ
 述
 

不
当
で
あ
り
、
独
断
論
 

語
 に
よ
っ
て
の
み
知
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
 
の
 主
語
ハ
基
体
口
を
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
知
り
得
な
い
 の
で
あ
る
。
」
（
 
お
ゼ
 
H
M
H
.
 

鮒
 
の
む
）
し
た
が
っ
て
た
だ
自
我
の
み
を
例
外
と
し
て
、
 実
 体
 的
な
も
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
に
は
不
可
知
 け
コ
ヴ
 
の
 ガ
 が
コ
コ
日
 

」
 ハ
の
 
・
の
㏄
）
 
ね
め
 

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
遺
稿
は
、
「
実
体
的
な
も
の
は
 
物
 自
体
で
あ
っ
て
、
不
可
知
で
あ
る
。
」
（
お
七
（
Ⅱ
（
・
の
 

燵
じ
 と
表
わ
し
て
い
る
。
 だ
 

か
ら
カ
ン
ト
は
、
さ
き
の
 ハ
 4
U
 

に
お
い
て
も
、
「
わ
れ
 

わ
れ
は
い
か
な
る
事
物
に
関
し
て
も
、
そ
の
基
体
と
第
 
一
の
主
語
と
を
直
観
し
 

得
な
い
。
け
れ
ど
も
私
は
 、
 私
の
う
ち
に
実
体
を
直
接
 に
 直
観
す
る
。
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
遺
稿
に
 お
い
て
こ
う
も
言
っ
て
 

い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
心
霊
に
関
し
て
の
み
実
体
の
 
概
念
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
則
っ
 
て
 身
体
の
概
念
を
形
成
 

9
 
ヰ
 る
の
で
 の
 
キ
 る
 。
」
（
 
ポ
せ
 H
H
H
.
 

い
お
か
）
 

L
 し
 
。
こ
の
よ
 二
ノ
に
 
見
て
く
る
な
ら
 ぱ
、
 彼
が
さ
き
の
 ハ
 5
U
 

に
お
い
て
、
「
 

わ
 れ
わ
れ
が
一
般
に
あ
ら
 

ゆ
る
実
体
に
関
し
て
も
っ
て
い
る
概
念
を
、
わ
れ
わ
れ
 は
こ
の
自
我
か
ら
借
り
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
我
が
実
体
 の
 根
源
的
概
念
で
あ
 

る
 。
」
と
述
べ
た
意
味
も
、
十
分
了
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
 ス
ノ
 
。
 

さ
て
以
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
さ
き
の
二
つ
の
説
明
文
 に
お
け
る
 T
u
 
か
ら
 

n
3
U
 

ま
で
の
部
分
は
、
い
ず
れ
も
 

理
性
の
間
接
推
理
の
 

形
式
を
と
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
じ
め
の
 謎
 明
文
に
お
け
る
 ハ
 
4
 口
の
命
題
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
我
 に
お
い
て
「
実
体
を
直
 

接
 に
直
観
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
、
カ
ン
ト
の
 独
特
な
強
い
主
張
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
 。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
 

的
 だ
と
い
う
非
難
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
 ，
 
b
 、
「
批
判
」
に
お
い
て
は
、
実
体
な
い
し
実
体
性
は
 、
 「
 
純
粋
悟
性
概
念
」
と
し
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私
は
他
の
も
の
の
認
識
を
 、
 後
の
場
合
に
は
、
私
は
私
 

的
 諸
概
念
」
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
「
私
 

な
 意
味
に
お
け
る
私
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
 

か
ら
で
あ
る
。
内
官
の
こ
の
対
象
、
こ
の
主
体
、
厳
密
な
 

し
 、
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
「
批
判
し
に
は
通
用
し
 

て
の
み
得
る
。
と
い
う
の
は
、
私
は
私
の
あ
ら
ゆ
る
思
惟
 

て
 内
官
の
対
象
と
見
ら
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
直
観
が
外
 

の
う
ち
に
、
こ
の
「
講
義
」
の
思
想
的
特
色
を
見
出
す
の
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
関
連
し
て
、
「
合
理
的
心
理
 

こ
と
は
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
 

で
は
そ
の
場
合
の
「
直
観
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
 

れ
は
心
霊
の
概
念
を
自
我
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
れ
ゆ
え
 内
 

の
 主
体
を
意
識
し
て
い
る
。
…
…
客
体
的
意
識
、
あ
る
い
 

学
 」
で
は
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
「
私
が
心
霊
に
つ
い
て
 

得
な
い
か
か
る
表
現
、
す
な
 ね
 ち
、
「
実
体
を
直
接
に
直
 

0
 表
象
は
対
象
か
、
あ
る
い
は
私
自
身
に
向
け
ら
れ
て
 

意
味
に
お
け
る
意
識
が
心
霊
で
あ
る
。
」
（
の
・
 P
P
o
 

）
と
。
 

官
 に
よ
る
外
的
直
観
で
は
な
く
て
、
内
官
に
よ
る
内
的
 

を
 自
ら
に
意
識
し
、
し
た
が
っ
て
私
に
つ
い
て
内
宮
の
 

で
あ
る
。
 

の
 内
的
直
観
は
・
主
語
な
い
し
主
体
の
意
識
と
は
ど
の
 

ろ
 う
か
 。
す
で
に
心
霊
、
す
な
わ
ち
自
我
が
、
外
宮
の
 

い
る
。
前
の
場
合
に
は
、
 

状
態
と
し
て
語
り
得
る
 

は
 意
識
を
伴
 う
 対
象
の
 

官
の
内
的
直
観
に
よ
っ
 

直
観
を
意
味
し
て
い
る
 

観
 す
る
」
と
い
う
表
現
 

語
る
場
合
に
は
、
厳
密
 

よ
う
な
関
係
を
有
す
る
 

ま
た
さ
き
の
「
予
備
 

対
象
と
は
区
別
さ
れ
 

 
 

認
識
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
を
も
っ
た
 め
の
必
然
的
制
約
で
あ
る
。
し
か
し
主
体
的
意
識
は
無
理
 な
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
 

 
 

 
 

は
 自
己
自
身
へ
と
遣
帰
さ
れ
た
観
察
で
あ
り
、
比
量
的
 
色
田
の
 

ガ
ロ
～
の
守
で
は
な
く
て
直
覚
的
山
巨
田
（
～
 

づ
 で
あ
る
。
 し
 （
の
・
さ
か
）
ま
た
遺
稿
 

 
 

 
 

に
お
い
て
は
、
「
（
内
官
）
意
識
と
は
自
己
自
身
を
直
観
す
 

る
こ
と
で
あ
る
 ピ
 
（
 ヨ
 
ミ
ミ
・
の
 

0
 お
 ）
と
も
述
べ
ら
れ
て
 い
る
。
こ
の
よ
う
に
 見
 

て
く
る
な
ら
ば
、
心
霊
す
な
わ
ち
 自
 よ
の
概
念
が
 、
内
 官
の
内
的
直
観
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
と
見
ら
れ
て
い
る
 こ
と
は
明
ら
る
か
で
あ
 

 
 

が
 、
そ
の
内
的
直
観
と
主
体
の
意
識
、
あ
る
い
は
自
己
 自
身
の
直
観
（
直
覚
）
と
自
己
自
身
の
意
識
と
の
区
別
が
 、
き
わ
め
て
不
分
明
で
 

あ
る
と
言
い
得
る
。
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う
 場
合
に
は
、
私
は
多
く
の
存
在
者
に
分
与
さ
れ
る
 表
 象
 を
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
主
体
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
 表
象
を
表
わ
し
て
 ぃ
 

る
 。
 @
 …
心
霊
は
単
純
な
実
体
で
あ
る
か
、
諸
実
体
の
合
 成
体
 n
o
 

ヨ
ロ
 

0
 の
小
片
口
占
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
 。
も
し
後
考
で
あ
る
な
 

ら
ば
、
心
霊
は
全
然
思
惟
 し
 得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
部
 が
 思
惟
し
て
も
、
す
べ
て
の
部
分
が
集
っ
て
一
つ
の
 思
 想
 を
も
っ
こ
と
は
で
き
 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 実
 休
め
多
元
性
エ
安
里
 t
a
 
（
で
あ
る
実
体
の
合
成
体
は
、
全
然
考
え
ら
れ
得
な
い
 。
し
た
が
っ
て
心
霊
は
 

と
こ
ろ
で
、
さ
き
 

の
よ
う
に
説
明
し
て
 

し
た
が
っ
て
単
純
 牲
 

く
の
も
の
は
自
我
と
 

心
理
学
」
に
お
い
て
 

と
は
単
純
な
概
念
を
 一

 一
 

に
 自
我
の
概
念
は
、
実
体
性
の
外
に
「
単
純
性
を
表
わ
す
 」
と
も
い
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
 次
 

い
ろ
。
「
私
の
う
ち
で
思
惟
す
る
心
霊
は
、
絶
対
的
統
一
 

を
 、
絶
対
的
意
味
で
の
単
一
な
も
の
 ユ
コ
臼
コ
的
 三
曲
（
の
 
を
、
 

を
形
成
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
実
体
が
集
っ
て
一
つ
 の
 、
心
霊
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

多
 

は
 言
い
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
我
は
 、
 最
も
厳
格
な
意
 味
 で
単
一
な
も
の
で
あ
る
。
」
（
 ダ
お
 ）
と
。
ま
た
「
合
理
 的
 

、
上
述
の
よ
う
に
「
心
霊
は
単
純
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
 
た
 場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
彼
は
こ
う
説
い
て
い
る
。
「
 自
 我
 

意
味
す
る
。
多
く
の
存
在
者
を
と
り
集
め
て
一
つ
の
 自
 我
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
思
惟
す
る
、
 と
  
 

こ
こ
で
も
し
、
カ
ン
ト
の
自
覚
が
今
一
歩
深
ま
っ
て
 、
こ
 の
 
「
実
体
を
直
接
に
直
観
す
る
し
と
い
う
表
現
が
 
、
 「
 実
体
を
直
接
に
意
識
 

す
る
」
と
い
う
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
 

少
 く
と
 も
さ
き
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
矛
盾
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
 あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
が
 

そ
の
よ
う
な
深
い
自
覚
に
達
す
る
に
は
、
「
純
粋
理
性
 批
 判
 」
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
 、
「
講
義
」
に
お
い
て
 

は
 、
従
来
の
合
理
的
心
理
学
の
よ
う
に
、
自
我
の
実
体
 性
の
論
証
に
あ
た
っ
て
一
応
間
接
推
理
の
形
式
を
と
り
な
 が
ら
も
、
す
で
に
自
我
 

  

 
 

な
い
し
自
己
自
身
の
意
識
の
直
接
性
、
直
観
的
（
直
覚
 的
 ）
性
格
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
（
 

6
 ）
こ
こ
で
十
分
に
注
 煮 し
て
お
い
て
よ
い
で
 

あ
ろ
う
。
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カントの に 形而上学講義ヨ @c おける自由論 

う つ あ と に い も 耳糞よう 心 とのが 単、 
意 い と る い す え 、 さ め か る 。 @C 、 い う っ 純、 
味 て こ と う で る そ て 直 ・ 白 道 お う ち て な 、   
と す さ 分 か と し 単 だ 直 は 身 一 かに の 単 で 

な 

た で 我 統 せ 達 点 接 は   
こ が は 接 い た 後 よ ト 見 ト あ 

て 対 性 と ろ も 粋 は 的 と 頃 ぅ 

ち 、 次 識 」 の 
」 の い 

対   た e  と。 力 明ら ら 。 る 私 ミ の を   
か ン 。 は べ こ % 

こ で ト 

と れ 
被 い に で 、 葉 と て   
53  (599) 



ト
ま
 ）
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
か
の
有
名
な
ヴ
ォ
ル
 フ
 は
、
心
霊
は
「
単
純
 な
 実
体
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
心
霊
の
非
物
質
 七
生
 

え
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
誤
り
」
で
 あ
る
。
「
単
純
性
か
ら
は
ま
だ
非
物
質
性
は
帰
結
し
な
 
Ⅰ
 
@
 
り
 
@
 
Ⅴ
 
。
 

の
 最
小
部
分
も
実
際
や
は
り
物
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
 外
 宮
の
対
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
の
・
 馬
 S
 
"
 し
た
が
 
 
 

  

を
証
明
し
得
る
と
 考
 

な
ぜ
な
ら
、
物
体
 

て
 単
純
で
あ
り
な
が
 

が
 
P
q
 
さ
 
年
の
教
授
「
就
任
論
文
」
に
お
い
て
、
は
じ
 め
て
明
ら
か
に
し
た
立
場
で
あ
る
（
㏄
升
目
 -
 
の
 
・
も
る
）
が
 、
そ
れ
が
こ
こ
で
も
 保
 
4
 

持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
の
引
用
文
に
彼
は
こ
う
 続
け
て
い
る
。
「
叡
知
者
と
し
て
の
私
は
、
思
惟
し
ま
た
 意
志
す
る
存
在
者
で
あ
 

沖
 
(
 
)
 

る
 。
だ
が
こ
の
思
惟
と
意
欲
と
は
直
観
さ
れ
得
な
い
。
 そ
 れ
ゆ
え
私
は
外
的
直
観
の
対
象
で
は
あ
り
得
な
い
。
 外
 的
 直
観
の
対
象
で
な
い
 

も
の
は
非
物
質
的
で
あ
る
。
」
（
 
ダ
さ
 ）
と
。
ま
た
「
 合
 理
 内
心
理
学
」
に
お
い
て
、
内
官
の
対
象
と
し
て
の
心
霊
 と
 外
官
の
対
象
と
が
 比
 

較
 さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
「
心
霊
は
 内
官
に
よ
っ
て
の
み
私
に
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
 、
 外
官
に
よ
っ
て
意
識
さ
 

れ
る
の
で
は
な
い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
思
惟
や
意
欲
、
 さ
 ら
に
は
 快
 ・
不
快
の
能
力
を
外
官
に
よ
っ
て
は
知
覚
し
 得
な
い
し
、
ま
た
思
惟
 

す
る
存
在
者
と
し
て
の
心
霊
が
、
い
か
に
し
て
外
宮
の
 対
象
で
あ
る
べ
き
か
を
表
象
 し
 得
な
い
。
し
た
が
っ
て
 心
 霊
は
物
質
的
で
は
な
 

わ
れ
わ
れ
は
心
霊
の
働
き
を
、
全
然
外
官
の
対
 家
 で
は
な
い
と
い
う
面
か
ら
知
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 

心
 霊
は
外
官
の
い
か
な
る
 

対
象
で
も
な
く
て
、
非
物
質
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
」
（
の
・
 
P
 ㌶
）
と
。
遺
稿
に
お
い
て
も
こ
う
い
わ
れ
て
い
 る
 。
「
思
惟
と
意
欲
は
 
、
 

外
的
現
象
で
は
全
然
あ
り
得
な
い
。
さ
て
私
は
心
霊
 と
 し
て
の
私
自
身
を
、
思
惟
、
感
情
、
お
よ
び
意
欲
に
従
 ち
 て
の
み
知
っ
て
 
い
 を
。
 

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
心
霊
を
全
然
外
官
の
対
象
と
し
 て
は
表
象
 し
 得
な
い
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
心
霊
に
お
 い
て
み
ず
か
ら
意
識
し
 

て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
非
物
質
的
存
在
者
を
指
示
し
て
 い
る
ご
（
 お
づ
 H
H
M
.
 

鰹
ぷ
 ）
と
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
 、
 心
霊
な
い
し
自
我
が
 、
 

決
し
て
外
官
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
点
が
ら
、
 そ
の
非
物
質
性
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
 は
 カ
ン
ト
に
と
っ
て
 、
 

 
 

上
述
の
よ
う
に
自
我
が
実
体
で
あ
り
、
単
純
な
実
体
で
 あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
非
物
質
的
実
体
の
ぎ
の
か
ヨ
ヨ
が
（
 e
 （
 
ぃ
 
0
 コ
の
の
 屈
 す
 い
侍
 

曲
目
 
吋
 
」
（
の
 

 
 

 
 



カントの 匠 形而 上半講讃』における 自由論 

は
 、
全
然
反
駁
さ
れ
得
な
い
、
一
つ
の
正
当
な
蓋
然
的
 概
 念
 で
あ
る
。
」
（
お
せ
Ⅰ
（
 

H
.
 

組
名
）
と
。
 

カ
ン
ト
が
心
霊
の
非
物
質
性
に
関
し
て
、
は
じ
め
て
 明
，
 
ら
か
な
見
解
を
示
し
た
の
は
、
 

ミ
 9
 年
の
い
わ
ぬ
 る
 
「
 視
 霊
 者
の
夢
」
に
お
い
 

て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
「
私
は
世
界
に
お
け
る
 非
 物
質
的
本
性
の
現
存
在
を
主
張
し
、
私
の
心
霊
そ
の
も
 
の
を
こ
れ
ら
の
存
在
者
 

0
 部
類
に
入
れ
る
こ
と
に
、
非
常
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
 、
 私
は
告
白
す
る
。
」
（
 援
ダ
目
 ・
の
・
ひ
い
 

つ
 ）
と
述
べ
た
あ
 と
、
ア
 
し
う
舌
ロ
っ
て
Ⅱ
 
卜
る
 。
 

「
わ
れ
わ
れ
が
、
世
界
全
体
に
お
け
る
生
命
の
根
拠
を
含
 む
よ
う
な
種
類
の
存
在
者
、
つ
ま
り
…
…
生
命
の
な
い
 物
質
の
か
た
ま
り
と
 延
 

長
 と
を
増
大
す
る
よ
う
な
…
・
・
・
種
類
の
存
在
者
で
は
な
 
く
て
、
内
的
活
動
性
 ぎ
ロ
 の
Ⅱ
の
ご
 す
ゆ
ガ
 
の
由
に
よ
っ
て
 自
 己
 自
身
を
動
か
し
、
 
ま
 

 
 

た
そ
の
上
、
自
然
の
死
せ
る
素
材
を
も
動
か
す
よ
う
な
 存
 往
者
に
注
意
を
向
け
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
論
証
の
 判
明
性
を
も
っ
て
で
な
 

 
 

く
て
も
、
少
な
く
と
も
未
熟
で
な
い
悟
性
の
予
感
 せ
 o
n
 
の
ヨ
 で
か
コ
 
%
 ロ
コ
 
釧
を
も
っ
て
、
非
物
質
的
存
在
者
に
つ
い
て
 納
得
す
る
の
を
見
出
す
 
55 ( ㏄ 1) 

う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
こ
う
答
え
て
い
る
。
 「
哲
学
者
は
、
内
官
の
対
象
を
表
わ
す
自
我
以
外
の
何
 も
の
か
ら
も
、
思
想
を
 

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
と
い
う
 概
 念
 の
う
ち
に
非
物
質
性
が
存
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
 心
 霊
 の
非
物
質
性
を
先
天
 

的
に
証
明
し
得
ず
、
た
だ
、
心
霊
の
あ
ら
ゆ
る
特
性
や
 働
き
が
、
物
質
性
か
ら
認
識
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
 け
を
先
天
的
に
証
明
し
 

得
る
の
で
あ
る
。
…
…
」
 

ケ
 ・
）
 
ぎ
 ）
と
。
だ
か
ら
 ヵ
ン
 ト
の
 論
拠
は
 、
 要
す
る
に
「
心
霊
の
あ
ら
ゆ
る
特
性
や
働
 き
が
物
質
性
か
ら
は
 認
 

議
 さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
…
…
を
先
天
的
に
証
明
し
得
 る
 」
と
い
う
点
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
の
認
識
 の
 源
泉
は
、
カ
ン
ト
 自
 

身
の
直
接
体
験
的
な
自
我
意
識
に
あ
る
と
舌
ロ
 

い
 得
よ
う
。
 
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
遺
稿
に
お
い
て
彼
は
 し
う
重
日
い
て
Ⅱ
 

ブ
 

リ
る
 。
 

 
 

「
わ
れ
わ
れ
は
物
質
に
お
い
て
は
た
だ
外
的
な
も
の
を
、
 

心
霊
に
お
い
て
は
た
だ
内
的
な
も
の
を
直
接
に
知
っ
て
 い
る
。
…
…
非
物
質
性
 

ら
 物
質
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
 、
両
 者
は
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
然
 、
外
官
の
対
象
と
な
ら
 

な
い
も
の
は
、
決
し
て
物
質
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
認
識
の
源
泉
」
は
ど
こ
に
存
す
 る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
こ
か
ら
心
霊
の
非
物
質
性
が
証
明
 さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
 



  

 
 

 
 

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
霊
に
超
越
論
的
 概
念
を
適
用
し
た
際
、
「
心
霊
は
個
別
的
実
体
で
あ
る
。
」
 

と
も
言
っ
た
。
そ
れ
 

 
 

ほ
 つ
い
て
彼
は
こ
う
説
い
て
い
る
 0
 「
（
心
霊
の
単
一
性
 巳
コ
田
 
（
 
緊
 、
統
一
性
 口
円
コ
ゴ
 

e
 円
 
（
）
、
す
な
わ
ち
私
の
意
識
は
 
、
個
別
的
実
体
の
意
識
 

 
 

私
は
単
一
性
を
表
わ
し
て
い
る
。
私
は
た
だ
一
つ
の
 主
 

で
あ
る
。
私
は
私
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
の
実
体
を
意
識
 し
て
は
い
な
い
。
 

こ
こ
で
「
悟
性
や
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
働
き
」
が
、
自
己
 自
 身
の
意
識
と
不
可
分
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
 、
十
分
注
意
し
て
お
い
 

い
 だ
ろ
う
し
、
表
象
の
同
一
性
 
冨
の
コ
ヰ
 

（
 
w
d
 

を
、
ま
た
 

主
語
と
述
語
、
根
拠
と
帰
結
、
全
体
と
部
分
に
よ
る
表
象
 

の
 結
合
を
も
も
た
な
い
 

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
 

動
 物
 に
は
欠
け
て
い
る
 
目
ヨ
の
コ
 

蛇
の
）
 

コ
 ，
意
識
の
結
果
だ
か
 
ら
で
あ
る
。
」
（
の
・
 

ト
燵
 
）
 

ろ
う
が
、
内
官
に
、
自
己
自
身
の
意
識
に
 、
 要
す
る
に
 私
 と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
な
表
象
だ
け
は
も
 た
な
 卜
 
む
の
 
コ
 （
 
サ
の
ゴ
 

Ⅱ
の
さ
 
ネ
し
 

 
 

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
動
物
は
、
悟
性
や
理
性
を
決
し
 て
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
悟
性
や
理
性
の
あ
ら
 ゆ
る
働
き
は
、
わ
れ
わ
 

 
 

可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
動
物
は
反
省
 オ
 の
宙
の
 

パ
円
 
0
 コ
 に
よ
る
 普
遍
的
認
識
を
も
た
な
 

ケ
 ・
）
 
遷
 ）
と
い
う
観
点
か
ら
、
動
物
に
も
心
霊
が
 傭
 わ
 っ
て
い
る
と
見
な
し
、
こ
の
「
動
物
の
心
霊
」
と
わ
れ
わ
 れ
の
心
霊
と
の
比
較
を
 

試
み
て
い
る
。
だ
が
こ
の
場
合
に
も
、
彼
は
両
者
の
相
 連
る
 、
直
接
的
自
我
意
識
、
あ
る
い
は
自
己
自
身
の
意
識
 の
 有
無
に
求
め
て
い
る
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
 所
論
を
引
い
て
見
よ
う
。
「
動
物
は
外
官
の
あ
ら
ゆ
る
 表
 象
 を
も
っ
て
い
る
で
あ
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
」
（
 ヨ
 ・
 む
ざ
 ）
と
。
こ
こ
で
「
論
証
の
判
 明
 性
を
も
っ
て
で
な
く
て
も
、
…
…
未
熟
で
な
い
悟
性
の
 予
感
を
も
っ
て
…
…
」
 

 
 

と
い
わ
れ
た
、
そ
の
「
予
感
し
は
、
「
講
義
」
の
立
場
か
 ら
い
え
ば
、
内
官
に
よ
る
内
的
直
観
、
あ
る
い
は
、
 
内
 的
 活
動
性
に
よ
る
直
接
 

 
 

(
6
0
 

的
 自
我
意
識
で
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

カ
ン
ト
は
「
講
義
」
の
「
合
理
的
心
理
学
」
に
お
い
て
、
 動
物
を
 、
 単
な
る
「
物
質
と
し
て
の
物
質
」
と
区
別
し
 て
 、
「
生
命
の
あ
る
 

（
 
り
 
1
-
 

物
質
の
 ゃ
コ
 
の
 ヴ
 二
の
ヴ
田
の
目
が
（
の
Ⅰ
田
の
」
 

G
.
P
 舘
 ）
と
呼
び
、
 
お
よ
そ
「
生
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」
も
の
に
は
「
 心
 霊
も
与
え
ら
れ
て
い
る
」
 



カントの ア形而   上学 講義』 における 払
祠
 

由
 

自
 

 
 

 
 

「
心
霊
が
自
己
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
、
人
格
で
あ
る
こ
 
と
 、
お
よ
び
心
霊
が
自
己
の
同
一
性
を
意
識
し
て
い
る
こ
 
と
で
あ
る
。
」
（
の
・
 

ニ
 e
 

そ
し
て
こ
の
人
格
性
は
、
実
践
的
な
人
格
性
と
心
理
学
 的
な
そ
れ
と
に
分
け
ら
れ
る
。
「
自
由
な
行
為
が
そ
れ
に
 帰
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
 

実
践
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
己
自
身
お
よ
び
そ
の
同
一
性
 を
 意
識
し
て
い
る
場
合
に
は
心
理
学
的
で
あ
る
。
」
 

宜
 
P
p
o
H
.
 

）
こ
う
し
た
 意
 

味
 に
お
い
て
は
、
心
霊
が
「
個
別
的
実
体
」
で
あ
る
と
 い
う
こ
と
は
、
心
霊
が
「
心
理
学
的
人
格
性
」
を
形
成
し
 て
い
る
と
い
う
こ
と
 

に
 、
相
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
践
的
人
格
性
も
 、
 そ
れ
が
人
格
性
で
あ
る
限
り
、
自
己
自
身
の
単
一
性
、
 同
一
性
を
意
識
し
て
い
 

る
も
の
と
し
て
、
心
理
学
的
人
格
性
を
内
舎
す
る
の
で
あ
 り
 、
そ
れ
ゆ
え
に
「
自
由
な
行
為
」
の
責
任
を
帰
し
得
 る
 道
徳
的
主
体
と
も
な
 

り
 得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
実
践
的
人
格
性
」
も
 、
「
個
別
的
実
体
」
に
相
通
ず
る
も
の
と
言
 
い
 得
よ
う
  
 

さ
て
以
上
の
よ
う
に
見
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
 れ
の
心
霊
、
す
な
わ
ち
自
我
 は
、
 
単
に
実
体
で
あ
る
に
 止
 ま
ら
ず
、
「
単
純
な
 

実
体
」
、
「
非
物
質
的
実
体
」
、
「
個
別
的
実
体
」
で
あ
り
、
 
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
格
的
実
体
」
で
あ
る
と
も
 言
い
得
よ
う
。
し
か
し
 

こ
の
よ
う
な
実
体
は
、
「
批
判
」
の
用
語
を
も
っ
て
い
え
 
ば
 、
わ
れ
わ
れ
の
可
能
的
直
観
の
対
象
で
な
 い
 限
り
、
 
外
官
の
対
象
と
し
て
の
 

物
体
の
構
成
要
素
と
し
て
の
「
物
質
的
実
体
」
、
し
た
が
 っ
て
「
現
象
 体
で
ア
お
コ
 0
 ヨ
の
コ
 
0
 ロ
 と
し
て
の
実
体
」
と
 は
 区
別
さ
れ
た
、
「
回
想
 

体
コ
 。
 由
ヨ
の
コ
 
。
 申
 と
し
て
の
実
体
」
（
Ⅹ
 せ
 Ⅱ
 
ヱ
 ・
 鏑
燵
下
 
）
で
 あ
る
。
前
者
は
「
現
象
的
実
体
ま
 ヴ
 の
 t
a
 
口
 （
～
の
ロ
ゴ
㏄
の
 

コ
 。
 
5
0
 コ
 0 コ
 」
、
後
者
は
「
 可
 

想
 的
実
体
の
 E
F
 の
（
 
ゅ
口
 
田
守
口
 o
E
 冒
 
0
 コ
 」
と
し
て
も
理
解
 し
 得
る
で
あ
ろ
う
。
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体
 の
ぎ
の
 ト
 三
の
蚕
し
か
意
識
し
て
い
な
い
。
」
（
の
・
 P
 き
 Ⅱ
 ）
と
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
彼
自
身
の
直
接
的
自
我
意
 識
の
表
明
 

わ
れ
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
「
単
一
性
、
統
一
性
」
は
 、
直
接
的
自
我
意
識
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
限
り
、
 自
 己
 自
身
の
 

の
 意
識
で
あ
る
と
も
言
い
得
よ
う
。
カ
ン
ト
は
「
合
理
的
 心
理
学
」
に
お
い
て
、
「
自
己
自
身
の
意
識
」
、
す
な
わ
 

ち
 
「
自
我
 

 
 

す
る
存
在
者
は
人
格
性
 巾
 e
 「
の
む
ロ
目
ヰ
子
 

%
 
 を
所
有
す
る
 」
（
の
・
 
お
 0
 ）
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
 こ
 0
 人
格
性
 で

あ
る
と
 思
 

「
同
一
性
」
 

の
 概
念
を
有
 

0
 本
質
は
 、
 



  

表う性 ン性   こ る いすと 「 

、 あ お こ ば に 心 王 

着発か 働超 

に し 号ム 
通 は 

係 

） で 曇 

め る 」 す 

  、い 幸一 j うめ 。 自の る カント ある。 
は し 発 で   
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カソト の 『 形而 上半講義山における 自由論 

る る と 己 い、 な ば 
な
ら
な
い
。
絶
対
的
自
発
性
が
従
属
的
存
在
に
お
い
て
 は
 、
理
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
得
ず
、
ま
た
純
粋
な
活
動
 性
が
 、
洞
察
さ
れ
 得
 

 
 

 
 

い
こ
と
は
真
実
で
あ
る
 ダ
 し
か
し
な
が
ら
、
絶
対
的
自
発
 性
は
把
握
さ
れ
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
 ま
 た
 否
定
も
さ
れ
得
な
 

。
」
（
の
・
）
㏄
 

め
 ）
と
。
た
だ
し
か
し
、
こ
こ
で
は
自
由
を
経
 験
 的
に
証
明
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
 

一
体
「
自
我
に
 自
 

活
動
性
が
帰
せ
ら
れ
得
る
か
ど
う
か
」
、
「
私
は
原
因
に
 

よ
る
あ
ら
ゆ
る
決
定
な
し
に
、
私
自
身
か
ら
自
由
に
行
為
 し
 得
る
か
ど
う
か
」
 

い
う
点
に
注
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
次
の
四
つ
 の
 仕
方
で
、
自
我
が
超
越
論
的
意
味
に
お
い
て
自
由
で
あ
 る
こ
と
を
証
明
す
 

そ
の
第
一
の
証
明
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
 。
私
が
或
る
こ
と
を
為
す
場
合
、
私
が
そ
れ
を
「
私
邑
 真
 で
為
す
」
 か
、
あ
 

い
は
「
私
の
う
ち
に
あ
る
他
者
が
そ
れ
を
為
す
」
か
の
い
 ず
れ
か
で
あ
る
。
も
し
後
者
で
あ
る
な
ら
ば
私
は
自
由
 で
は
な
く
、
私
以
外
 

で
は
「
 

年
の
 
コ
 仲
田
の
 

動
 の
 克
 

の
で
あ
 心

理
学
的
自
由
」
 ケ
 ・
 
p
 
ぎ
 ）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
 
こ
 の
 自
由
は
、
「
刺
戟
に
よ
る
強
制
か
ら
の
随
意
 
ギ
 心
の
独
 土
性
 ぎ
監
は
コ
 。
 

め
 Ⅱ
 
す
 ぎ
 へ
ト
 

）
の
下
の
の
の
の
の
 

ト
 
（
 
曲
曲
 
0
 コ
 0
 つ
の
Ⅱ
の
 

t
i
 

ヨ
痒
 
）
 
0
 の
」
（
の
 
ト
 
0
 円
ト
 ぎ
 ）
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
自
由
は
 、
「
感
性
的
 衝
 

服
の
程
度
」
に
よ
り
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
障
害
の
克
 服
の
程
度
に
従
っ
て
」
の
・
 ト
 
。
の
）
、
実
際
に
そ
の
程
度
が
 
測
ら
れ
得
る
も
 

る
 。
こ
う
し
た
実
践
的
自
由
の
事
実
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
 

カ
ン
ト
は
こ
う
舌
口
っ
て
い
る
。
「
こ
こ
で
自
我
を
再
 
び
 救
い
出
さ
ね
 

ぎ
目
㏄
コ
ロ
 
ョ
 
は
、
動
物
的
 ヴ
 r
u
 
ミ
ョ
 
で
は
な
く
て
、
 
自
 由
 
Ⅰ
ぎ
の
日
ヨ
で
あ
る
。
 @
 
ヒ
 （
の
・
さ
い
 

1
 
）
と
い
う
 @
/
 

Ⅰ
と
が
、
 経
験
（
心
理
学
）
的
に
 

（
 
@
 ）
 

証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
自
由
は
、
そ
こ
で
「
 実
践
的
自
由
、
あ
る
い
は
人
格
の
自
由
」
 盆
 ・
 P
o
 

の
）
 

と
呼
 ば
れ
、
ま
た
別
の
箇
所
 

「
独
立
的
存
在
の
已
 
ぎ
 隼
の
 
づ
 の
 
コ
ロ
 
の
 
コ
 の
」
で
ほ
な
く
、
「
 

他
 の
も
の
に
よ
る
存
在
の
 
コ
 の
き
 臼
ご
 」
 

し
か
も
た
な
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
実
際
 

に
 、
「
私
は
超
越
論
的
自
発
性
、
な
い
 

う
か
」
を
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
問
い
直
さ
な
 

け
れ
 は
 な
ら
な
い
。
 

だ
が
、
こ
の
「
合
理
的
心
理
学
」
に
先
行
せ
し
め
ら
れ
 

た
 「
経
験
的
心
理
学
」
に
お
い
て
は
 

と
し
て
、
他
の
何
も
の
か
に
よ
る
自
発
性
 

し
 絶
対
的
自
発
性
を
有
し
て
い
る
の
か
ど
 

、
す
で
に
「
人
間
の
随
意
志
 銭
蕗
 で
ぎ
 日
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に
 「
私
は
思
惟
す
る
」
「
私
は
行
為
す
る
」
な
ど
と
い
わ
 
れ
る
場
合
に
は
、
私
と
い
う
語
が
誤
っ
て
使
用
さ
れ
て
 さ
え
い
な
け
れ
ば
、
  
 

私
の
う
ち
に
引
き
起
こ
し
た
や
る
気
の
中
口
の
Ⅰ
 

ロ
 の
 
田
警
 （
 
目
を
、
 
私
は
私
の
う
ち
に
感
ず
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
 い
 だ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

私
が
そ
れ
を
為
す
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
は
超
越
論
 的
 意
味
に
お
け
る
自
発
性
を
意
味
し
て
い
る
」
㊧
・
 P
 
燵
 ）
 
こ
こ
・
で
 
は
、
 要
す
る
 

 
 

 
 

る
か
、
あ
る
い
は
私
が
自
由
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
 あ
る
。
私
が
自
由
で
な
い
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
を
為
す
と
 は
 言
 い
 
得
ず
 、
 
誰
か
が
 

な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
或
る
こ
と
に
思
い
つ
く
場
合
、
 

は
自
己
の
活
動
性
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
 

の
は
、
こ
の
第
一
の
証
明
を
補
足
す
る
も
の
と
見
る
 

第
二
の
証
明
は
亡
う
で
あ
る
。
「
私
は
思
惟
す
る
、
 

こ
れ
は
自
己
活
動
性
の
作
用
 a
c
 
（
 
ロ
 
の
で
あ
る
。
し
か
し
 こ
の
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
 

、
そ
の
結
果
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
 ピ
 
（
 
ポ
づ
 
口
耳
 い
 
さ
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

私
は
行
為
す
る
、
な
ど
と
い
う
場
合
、
こ
の
私
と
い
う
 註
 
申
は
誤
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
 

の
証
明
と
も
呼
び
得
る
で
あ
ろ
う
。
遺
稿
に
お
い
て
、
 

、
、
、
 

「
 
自
由
と
は
、
本
来
、
わ
れ
わ
れ
が
意
識
し
て
い
る
自
己
 

、
 
活
動
性
 

、
、
 

で 

あ 
る 

K 
す 
ぎ 

の
 原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
 一
 
朋
 者
で
あ
る
な
ら
 ぱ
、
 私
の
う
ち
に
絶
対
的
自
発
性
、
 

す
 な
わ
ち
超
越
論
的
意
味
 

 
 

に
お
け
る
自
由
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
 
私
は
私
自
身
で
行
為
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
 私
 は
 原
理
由
 q
p
 
コ
 N
 ぢ
 
で
あ
 

っ
て
派
生
的
な
も
の
で
は
な
い
。
私
は
諸
限
定
と
諸
行
為
 

 
 

と
 諸
行
為
と
を
意
識
し
 

て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
主
体
は
絶
対
的
自
発
性
を
も
っ
て
 い
る
。
主
体
が
自
己
を
意
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
絶
対
 的
 自
由
を
も
っ
て
い
る
 

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
が
受
動
的
主
体
 組
庄
お
 日
日
で
㏄
（
田
の
巳
で
は
な
く
、
能
動
的
主
体
 
紐
三
 お
き
 ヨ
 
の
的
の
 
ヰ
 ㏄
で
あ
る
こ
と
 

を
 証
明
し
て
い
る
。
私
が
私
の
活
動
的
行
為
を
意
識
し
 て
い
る
限
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
私
は
外
的
決
定
な
 し
に
、
自
由
な
随
意
志
 

に
 従
 う
 活
動
性
の
内
的
原
理
か
ら
行
為
し
て
い
る
の
で
あ
 り
 、
た
だ
そ
の
場
合
に
だ
け
、
私
は
絶
対
的
自
発
性
を
も
 

っ
て
い
る
。
」
（
の
・
 

p
 い
 い
）
 

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
私
が
「
自
己
の
諸
限
定
と
諸
行
為
」
 
、
な
い
し
「
私
の
活
動
的
行
為
を
意
識
し
て
い
る
」
 
限
 り
 、
こ
の
自
己
活
動
性
 

 
 

の
 意
識
が
、
す
で
に
私
の
絶
対
的
自
発
性
を
証
明
し
て
い
 る
、
と
 見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
私
の
自
己
活
動
 性
の
意
識
に
よ
る
自
由
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っ
て
、
各
成
員
が
そ
の
秩
序
に
お
い
て
す
で
に
限
定
さ
 れ

て
い
る
限
り
必
然
的
で
あ
 
鋤
 

 
 

 
 

か
が
問
題
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
運
命
が
存
在
す
 る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
帰
責
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
ヨ
 で
イ
 
目
 
（
 
a
t
 
円
 
o
 Ⅰ
ト
コ
 

吐
 り
ニ
ハ
 

り
 
な
 ふ
 
n
 
Ⅱ
 
れ
棉
恒
 
Ⅱ
な
い
で
キ
か
り
 

ろ
亡
 
Ⅰ
 
ノ
 
。
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
運
命
論
を
論
駁
し
得
な
い
が
、
他
の
人
 が
こ
れ
を
証
明
す
る
こ
 

 
 

定
日
 5%
 ま
ヨ
 、
す
な
 
ね
 ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
わ
れ
 

わ
れ
が
自
由
と
呼
ん
で
 

い
 る
 

工学講義コ 

ま
た
道
徳
的
に
も
「
自
由
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
 、
し
た
が
っ
て
私
は
「
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
第
一
原
因
」
 と
し
て
、
絶
対
的
自
発
 

 
 

性
を
有
す
る
、
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
為
の
 合
法
の
意
識
に
よ
る
自
由
の
証
明
と
も
呼
び
得
る
で
あ
ろ
 つ
 。
 

め
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
現
に
当
為
 
0
 合
法
が
私
の
う
ち
に
存
す
る
以
上
、
私
の
う
ち
に
 蓋
 然
 的
に
も
、
実
用
的
に
も
、
 

 
 

自
 

る
っ
て
私
は
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
第
一
原
因
で
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
」
（
の
・
）
 め
び
 ）
こ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
践
 的
 命
題
は
、
人
間
が
自
由
で
 

け
 

曲論 

  

の
 命
題
は
、
す
で
に
私
が
絶
対
的
自
発
性
を
有
す
る
こ
と
 を
 証
明
し
て
い
る
、
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 

私
 は
 思
惟
す
る
、
行
為
す
 

 
 

る
と
い
う
命
題
に
よ
る
自
由
の
証
明
と
も
言
い
得
る
で
 あ
ろ
う
。
遺
稿
に
お
い
て
、
「
私
は
思
惟
す
る
と
い
う
 表
 現
は
 、
す
で
に
私
が
表
 

 
 

 
 

家
 に
関
し
て
受
動
的
 汀
日
の
コ
 隼
で
な
い
こ
と
を
、
そ
の
 表
 象
は
私
に
帰
せ
ら
れ
得
る
こ
と
を
、
そ
の
反
対
は
私
自
 身
 次
第
で
あ
る
こ
と
を
 

指
示
し
て
い
る
。
」
（
 お
 せ
Ⅰ
 
ゲ
 お
き
）
と
か
、
「
私
は
行
為
 に
関
す
る
根
拠
の
究
極
点
を
証
明
す
る
。
私
が
こ
れ
を
 為
す
と
い
う
こ
ど
は
、
 

他
者
が
こ
れ
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
」
 

（
 ポ
せ
目
 ・
 お
び
 の
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
第
二
 

の
証
明
の
補
足
と
見
る
 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

第
三
の
証
明
は
こ
う
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
命
題
 
は
 、
人
間
が
自
由
で
な
い
な
ら
ば
、
 

い
 か
な
る
意
味
を
 も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
場
合
に
は
、
実
践
的
指
令
は
、
す
べ
て
よ
け
い
な
 も
の
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
汝
は
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
を
為
す
 べ
き
で
あ
る
、
と
は
 
言
 

 
 

い
 得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
そ
れ
に
従
っ
て
 或
る
こ
と
を
為
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
合
法
が
存
在
す
 る
 。
し
た
が
っ
て
あ
ら
 

ゆ
る
実
践
的
命
題
は
、
蓋
然
的
に
も
、
実
用
的
に
も
、
 ま
 た
 道
徳
的
に
も
、
私
の
う
ち
に
自
由
を
前
提
し
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
 



と
も
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ど
ん
な
救
助
 

策
 も
見
出
 さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
以
上
進
み
得
な
 

い
と
こ
ろ
に
立
ち
止
る
 2
6
 

 
 

の
が
よ
い
。
し
か
し
実
践
的
事
柄
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
 

れ
は
運
命
論
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
 

の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
 
い
 

か
な
る
原
因
に
よ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
へ
と
 

決
 足
 さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
見
出
 

す
か
ら
で
あ
る
。
」
（
の
・
㏄
 

馬
び
 h
.
 

）
こ
こ
で
は
、
ス
ト
ア
的
運
命
論
を
「
論
駁
し
 

得
 な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
も
し
そ
の
よ
う
な
運
命
が
存
 

在
す
る
な
ら
ば
、
「
い
か
 

な
る
帰
責
も
行
な
わ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
と
明
言
し
 

て
 、
実
践
的
帰
責
論
の
見
地
か
ら
、
運
命
論
を
承
認
す
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
 

結
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
最
後
の
文
章
に
明
 

小
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
「
わ
れ
わ
れ
の
 

，
 
っ
ち
 に
 ヴ
 注
口
永
見
世
 

す
し
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
つ
ま
で
も
な
く
、
 

わ
れ
わ
れ
自
身
の
絶
対
的
自
発
性
の
意
識
な
の
で
あ
る
 

。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
証
明
 

は
 、
 婚
藤
か
儲
訃
 小
鉢
 胚
 い
い
ト
面
 か
朴
か
卦
訃
か
訃
 
明
 と
呼
び
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
以
上
の
四
つ
の
証
明
、
す
な
 

ね
 ち
、
第
一
の
 
、
私
 の
 自
己
活
動
性
の
意
識
に
よ
る
自
由
の
証
明
、
第
二
の
 

、
 私
は
思
惟
す
る
、
 
行
 

為
す
る
と
い
う
命
題
に
よ
る
自
由
の
証
明
、
第
三
の
 

、
 当
為
の
命
法
の
意
識
に
よ
る
自
由
の
証
明
、
お
よ
び
第
四
 

の
 、
実
践
的
帰
責
可
能
 

桂
 と
い
う
点
か
ら
の
自
由
の
証
明
の
う
ち
、
第
二
の
命
 

題
 に
よ
る
証
明
で
は
、
主
語
で
あ
る
「
私
」
は
、
述
語
で
 

あ
る
思
惟
や
行
為
を
十
 

分
 に
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
 

に
斎
 誘
 し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
命
題
成
立
の
条
件
で
あ
 

る
 。
そ
の
意
味
で
は
、
 

こ
の
証
明
は
、
第
一
の
 
、
 私
の
自
己
活
動
性
の
意
識
に
よ
 

る
 自
由
の
証
明
の
う
ち
に
包
含
 
し
 得
る
で
あ
ろ
う
。
 
ま
 た
 第
四
の
証
明
に
お
い
 

て
 、
運
命
論
を
承
認
し
得
な
い
と
さ
れ
た
所
以
は
、
わ
れ
 

わ
れ
自
身
の
う
ち
に
絶
対
的
自
発
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
 

と
に
存
す
る
の
で
あ
る
 

が
 、
こ
の
自
発
性
（
自
由
性
）
は
、
帰
責
可
能
性
の
根
 

拠
 と
し
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
当
為
の
法
則
 

（
道
徳
法
則
）
の
意
識
 

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
に
開
講
さ
れ
る
も
の
で
 

あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
第
四
の
証
明
は
、
第
三
の
 

、
当
為
の
法
則
の
意
識
 

に
よ
る
自
由
の
証
明
の
う
ち
に
包
含
 

し
 得
る
で
あ
ろ
う
。
 
し
て
み
れ
ば
、
「
講
義
し
に
お
け
る
自
我
の
自
由
の
証
 

明
は
 、
結
局
、
私
の
自
 

己
 活
動
性
の
鮫
 識
 に
よ
る
自
由
の
証
明
（
第
一
の
証
明
）
 

と
 、
当
為
の
法
則
の
蕊
 
誠
 に
よ
る
自
由
の
証
明
（
第
二
一
 

の
証
明
）
と
の
二
つ
に
 

  



カントの 而
 

形
 

 
 

上半講義コにおける 自由論 

問
題
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
き
た
困
難
の
本
来
の
契
機
を
な
 す
も
の
は
、
自
由
の
超
越
論
的
理
念
で
あ
る
こ
と
で
あ
 

  

べ
て
い
る
、
そ
の
「
本
来
の
契
機
」
と
し
て
の
自
由
の
超
 越
論
 的
理
念
は
、
す
で
に
「
講
義
」
に
お
い
て
、
し
か
 も
 宇
宙
論
な
ら
ぬ
合
理
 

 
 

的
 心
理
学
に
お
い
て
、
も
と
よ
り
十
分
な
も
の
で
は
な
 い
に
し
て
も
、
一
応
、
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
 る
と
言
い
得
よ
う
。
 

 
 

帰
す
る
と
 い
 え
る
。
し
か
し
両
者
は
、
わ
れ
わ
れ
の
 直
 接
 的
な
自
我
意
識
に
よ
る
自
由
の
証
明
と
い
う
点
で
は
、
 完
全
に
一
致
す
る
。
 
前
 

の
証
明
に
お
け
る
「
自
己
活
動
性
の
意
識
」
は
、
や
が
 て
 
「
純
粋
理
性
批
判
」
に
お
い
て
、
「
超
越
論
的
統
覚
」
 

（
下
）
 
o
 Ⅱ
 H
.
 
）
 L
 こ
 L して
 自
 

覚
 さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
の
証
明
に
お
け
る
、
 ヨ
 為
の
法
則
と
自
由
と
の
関
係
は
 、
 後
に
「
実
践
理
性
 
批
判
」
に
お
い
て
、
「
 自
 

由
 は
た
し
か
に
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
～
が
（
～
 0
 の
の
の
の
 

コ
日
 
で
あ
る
が
、
道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
 r
a
 
（
～
 

o
n
o
 笘
 0 お
 臼
田
で
あ
る
。
」
 

臼
崔
 ・
の
・
 

か
レ
コ
ヨ
 ・
）
。
と
い
う
、
あ
の
有
名
な
命
題
へ
と
 
深
化
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
講
義
し
は
、
人
間
が
「
 
従
属
的
存
在
」
「
派
生
的
存
在
」
②
・
）
 燵
 ）
で
あ
る
に
も
 か
か
わ
ら
ず
、
自
我
 

に
お
い
て
、
無
条
件
的
、
絶
対
的
自
発
性
、
す
な
わ
ち
 超
 越
論
 的
自
由
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
 
っ
て
、
「
経
験
的
心
理
 

学
 」
に
お
い
て
経
験
的
に
証
明
さ
れ
た
実
践
的
、
心
理
 学
的
自
由
が
、
は
じ
め
て
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
 と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
 

こ
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
超
越
論
的
自
由
は
 、
 「
わ
れ
わ
れ
 の
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
行
為
の
必
然
的
制
約
」
（
 
ぎ
，
 ）
 と
 も
 見
な
さ
れ
る
。
こ
の
 

 
 

こ
と
は
、
さ
き
に
「
回
想
的
実
体
」
と
も
見
ら
れ
た
自
我
 が 、
そ
の
働
き
に
関
し
て
は
「
独
立
で
あ
り
、
何
も
の
 に
よ
っ
て
も
強
制
さ
れ
 

 
 

  

な
い
」
も
の
と
し
で
、
「
自
由
に
行
為
す
る
実
体
」
 

ケ
 ・
）
 
ま
 ）
。
「
自
発
的
実
体
の
屈
 
す
の
 
（
㏄
 
コ
 d
p
p
 
 

篭
 O
 コ
 （
 
ド
コ
 
n
p
 

」
（
の
・
 

P
 ト
づ
 
）
で
あ
る
こ
と
が
、
 

こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

さ
て
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
「
 純
粋
理
性
批
判
」
の
第
三
二
律
背
反
論
に
お
い
て
、
宇
宙
 論
 的
意
味
に
お
け
る
 

自
由
が
、
「
自
ら
働
き
始
め
得
る
自
発
性
」
と
い
う
純
粋
 理
性
の
理
念
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
い
た
あ
と
、
「
 
き
 ね
 め
て
注
意
す
べ
き
こ
 

と
は
、
自
由
の
実
践
的
概
念
が
自
由
の
こ
の
超
越
論
的
 理
念
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
昔
か
ら
実
践
的
 自
 由
の
可
能
性
に
関
す
る
 



ま
 

ま
 

 
  

 

（
 1
 ）
「
カ
ン
ト
の
自
由
論
 ｜
 そ
の
 
一
｜
 」
（
「
宗
教
研
究
 ヒ
 三
一
 五
号
）
 、
 「
カ
ン
ト
の
自
由
論
 
｜
 そ
の
ニ
ー
」
宮
岡
山
大
学
法
 文

学
部
学
術
紀
要
 L
 

 
 

(
6
1
 

第
三
五
号
）
参
照
。
な
お
 太
 小
論
は
 、
 「
そ
の
 三
 」
を
構
成
す
る
  
 

（
 
2
 ）
）
・
 木
 レ
コ
（
の
 

せ
 0
 由
 0
 の
 
目
コ
 
内
の
 
コ
由
ヴ
 
0
 Ⅰ
 宙
ざ
ヨ
 っ
円
ぃ
㌧
 

ゴ
せ
ム
ガ
，
プ
 

「
 
s
 
め
 ・
 せ
 0
 コ
 パ
 ・
 
由
 ・
Ⅰ
・
㌧
の
江
鮭
・
 

已
 ㌔
 屈
笘
 Ⅰ
㏄
 
ぎ
 ・
た
だ
し
、
こ
こ
 で
 引
用
す
る
る
原
典
 

は
 、
そ
の
第
二
版
と
し
て
、
 

ポ
 ・
 宙
 ・
の
ま
 
ヨ
 @
 
目
 Ⅰ
に
よ
っ
て
お
い
 悟
 年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
 書
 よ
り
の
 引
 用
 は
べ
 ｜
ジ
 数
の
 

み
を
記
す
。
メ
ン
ツ
ァ
ー
の
厳
密
な
考
証
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
 講
義
」
は
 
、
ミ
 Ⅱ
の
 
｜
 き
、
あ
る
い
は
）
Ⅱ
 
き
 l
 き
年
に
行
な
わ
 
れ
た
も
の
で
あ
る
 

（
㌧
・
 
マ
に
コ
い
 
の
 ぺ
 ・
 ロ
の
 
「
ロ
口
片
手
 

ざ
 二
 %
 コ
 幅
の
幅
 
ぃ
 二
幅
 年
 串
本
の
 コ
ベ
抜
 
0
%
0
 
二
口
 
圧
 @
 
マ
 @
 
臣
年
 の
 臣
 Ⅰ
 ぃ
ゴ
ぺ
 

の
 コ
ト
 Ⅱ
 ウ
つ
 
@
 。
 Ⅰ
Ⅱ
㏄
 
り
 ・
 目
 ・
 パ
リ
 
二
 %
 
｜
 ㏄
 
宮
宙
 @
e
 

コ
ロ
 

ヰ
 目
 ・
 
押
 ㏄
 ト
曲
 ・
）
。
 

（
 
3
 ）
「
講
義
」
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
 カ
ン
 ト
 の
手
記
遺
稿
、
と
く
に
「
講
義
し
の
草
稿
と
も
み
ら
れ
る
 遺
 稿
 
（
 
パ
ヰ
目
 ・
 
や
 め
ぎ
・
 

ト
客
 ）
が
、
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
 0
 ま
た
、
カ
ン
ト
の
下
に
 学
び
、
長
年
 カ
ソ
ト
 
の
助
手
を
勤
め
た
マ
ッ
ハ
マ
ン
は
、
カ
ン
 ト
の
 大
学
で
の
 
講
 

義
 は
 つ
い
て
こ
 う
 伝
え
て
い
る
。
「
カ
ン
ト
は
論
理
学
の
テ
キ
 ス
ト
に
は
マ
イ
ヤ
 
l
 の
も
の
を
、
形
而
上
学
の
そ
れ
に
は
バ
ウ
 ム
 ガ
ル
テ
 
ソ
 の
も
 

の
を
使
用
し
ま
し
た
 0
 し
か
し
彼
は
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
 

だ
そ
の
主
な
区
分
に
従
い
、
ま
た
時
に
は
そ
の
学
説
が
不
 適
当
で
あ
る
こ
と
 

を
 示
す
機
会
を
得
る
た
め
に
利
用
し
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
 0
 」
（
Ⅰ
日
日
 
ぃ
コ
 
偉
の
 
-
 メ
ド
コ
 
Ⅰ
㏄
 ま
コ
ロ
 の
 す
 の
 コ
 -
 
コ
 し
い
Ⅱ
の
（
の
二
ロ
 

コ
 洩
 り
コ
せ
 
っ
由
 N
 り
 岸
的
 
0
 コ
 0
 の
 

の
の
 
コ
 ・
 し
 i
e
 
援
 @
0
 
仮
 Ⅱ
㏄
 
で
 す
 i
e
 
コ
せ
 0
 臣
 Ⅰ
・
 
ロ
 ・
 い
 0
 「
 
0
 毛
の
 
ニ
 ・
 オ
 ・
 
ロ
 ・
Ⅰ
が
の
 

ゴ
 
日
の
コ
コ
 
白
目
 
年
や
 ・
の
 
叫
 ・
 圭
 ガ
ム
の
 
コ
 の
 ニ
 ・
Ⅰ
の
 
む
 の
し
 い
 （
日
色
の
倖
（
・
の
・
 

ト
い
 
い
 
）
も
っ
と
も
、
 
こ
 

の
 「
講
義
」
は
、
ヤ
ッ
 
ハ
 マ
ン
が
入
学
す
る
よ
り
前
に
行
な
わ
 れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
 ソ
 の
 呂
 ゑ
名
 ゴ
鴇
 浄
い
と
 
こ
の
「
・
講
義
」
と
 

を
 比
較
対
照
し
て
、
ヤ
ッ
 ハ
 マ
ン
の
上
の
伝
記
は
十
分
信
頼
し
 得
る
も
の
と
揮
わ
れ
る
。
 

（
 
4
 ）
そ
の
意
味
で
、
 
カ
ソ
ト
 
は
こ
の
合
理
的
心
理
学
を
「
 純
 砕
心
理
学
田
の
お
ぎ
の
 

紺
 -n
 
已
め
 
ゴ
 「
 凸
 
と
も
呼
ん
で
い
る
（
り
色
 
Ⅹ
 べ
呂
 ・
ト
 
ド
 ㏄
 っ
 ）
 

（
 5
 ）
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
い
わ
ぬ
 
る
 
「
祝
電
者
の
夢
」
に
 
お
い
て
、
「
物
体
 
界
 に
お
け
る
人
間
の
心
霊
の
場
所
」
の
問
題
 と
し
て
詳
論
さ
れ
て
 

い
る
（
 T
 益
ヒ
 ヨ
 の
の
 ぎ
 め
の
の
㌔
の
（
 

e
 の
の
 
汗
 （
の
 
-
 串
屈
偉
 （
 
e
 窩
り
隼
 「
 
c
 甘
心
 ヘ
曲
 
（
）
 

コ
 ）
の
 
口
 @
0
 

「
 ノ
 Ⅱ
の
（
 

い
つ
牙
 
）
 、
め
 

@
@
@
 

ハ
 
-
 目
 
W
 
八
 
@
.
 
Ⅰ
 
一
 
一
 
・
の
・
一
い
 

N
A
l
l
 

一
 
び
一
 

N
 4
-
.
 

、
 ）
。
 

（
 
6
 ）
せ
性
・
 出
 ・
 ま
由
ヨ
の
 
o
e
 
（
 
オ
，
 弓
の
あ
の
 
三
ガ
 ゴ
オ
の
ぎ
の
 

す
 の
 毛
 p
s
 
ゑ
お
ぎ
 口
コ
宙
し
 
田
の
い
 コ
 %
 安
ぎ
ら
の
（
木
ギ
（
 ず
 臼
の
コ
 %
 安
 さ
吝
 T
.
 

の
（
 

年
年
 
ざ
コ
ぃ
佳
ぺ
弔
す
宙
 

0
 

0
0
 
Ⅰ
 オ
 @
e
 

（
・
 

木
盤
コ
 
（
の
・
・
 

木
 6
-
 

ロ
Ⅰ
の
 

切
め
 
・
の
・
い
の
㏄
 

（
 
7
 ）
「
講
義
」
で
は
、
「
生
命
 

室
 0 コ
と
は
自
己
活
動
性
の
 内
的
原
理
で
あ
る
。
こ
の
内
的
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
生
け
 る
 存
在
者
は
、
表
象
 

に
よ
っ
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

（
の
・
 

1
 つ
 0
 ，
メ
ト
 

め
 -
.
 
の
・
）
 

め
の
 
）
。
 

（
 
8
 ）
遺
稿
に
お
い
て
も
こ
 
う
 い
わ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
 
随
意
志
の
、
あ
ら
ゆ
る
外
的
強
制
か
ら
の
自
由
は
、
経
験
に
 ょ
 っ
て
明
ら
か
 
仁
仁
 
Ⅱ
 
0
 ゴ
 

口
 （
 
f
a
 
す
 （
 
由
コ
 
Q
 ニ
ぃ
 「
で
あ
る
。
」
（
Ⅹ
 そ
ミ
 ・
肚
の
の
㏄
）
こ
の
立
場
は
「
 

純
粋
理
性
批
判
し
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
て
い
く
。
 「
実
践
的
自
由
は
 



カントの に 形而上学 講 課コにおける 自由論 

経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
得
る
。
」
 

時
盤
 ぎ
 

な
お
、
本
小
論
中
の
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

九
七
四
，
 
ハ
 
・
 一
 0
 

65  (611) 
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も和 一る 一 格 、 敦 
っ 上 篇 位 炬 
と 答 が 置 出 
も 禅 律 づ 土 五、 

の道るな崇 拝 b 。 さ 支 庁   半半 考そ標 敵 在その（以下 は れてい すなわ 、 早早 祭紺題 
間間 諜 
答答 

次 

  
  
  
九   
の 
ジ 

と く 内 
略 触 容 

  称 れ の 
イ ） ら 検 
ノン の れ 討 
ズ 四 て が 
氏   ぃ 加 
の 

目 一なえ 三 いら 
録 
iC ね 禅宗 旨に 、 
も 序 文 そ 

  在 献 の 
す と 文 

九   る み 献 
/ """""" Ⅰ 

  同 請れ，桂 らの 

敦
彊
 出
土
語
 三
 和
上
 答
祥
 策
 士
道
』
 
ほ
 つ
い
て
 

  

田
中
良
昭
 



と 言 己 と と ち 年 

の 縦 案 が て 
罫 三 物 本 ぃ 
入 0 に 書 る 

り 糎 当 に   
で   つ つ 

お 請 そ 二 第五調 、 横 てい て 千 明 は 
一 0 査 従 道 と   
紙 ・ し 来 ヒ し タ 

首 玉 た 関 で て 々 

部 糎 際 説 あ 、 ト 

に の に さ   ノ ン   
二 も 書 れ て }C 
行 の き た 

  
疑   

の 三 留 も 第 白戸 @ こ 

念 紙 め の   符 @A 甘 Ⅱ ナ 

現 昆 を る   よ つ 索 
あ な モ ベ り け   

  １ %@ 
第 て い Ⅰ 

  
iC 

りり にて よで 十   も 

苛 提 る 「 
こ @ 通 説 載 
至 り 明 

し 
が   る   あ 

部分 

最 と l ガ 
初 し ト @@ 

り、 

に関 

の て   
部 所 の 

し 分 一フ す山立 （ のダ 文   て の 謂答 イ で 笘 献 
@ 

意味 

禅 @% 
策   つ 

    四セ年 二紙 五粒）、 裁 にっ ど イ l@ 轄 @ @ 十 半 切 い 

/ Ⅰ い （ の 本 道   て 
行 全 て 一 壕 再 明 ： 余 捷 は の 
の 長 話 九 の で 係   
計 一 し セ T あ 由 

白 ） （ ド " 
Ⅱ メ 

五 五 て 二 こ @ る 第   
六 0 み ）   も が   ヴ ）㏄ @ 
行 ・ る 春 皆 現昆 

で 五 と に   解 木 至 ） が存 コ カ 

  釈 文 第 
の 

在 
が 

にあ 

十 す 
ム ナ @ 円円、 何れ 肚ト る 

  大英 白し 博 、 さ 、 る 

物 れ ま 毎 
トひ す 

ぽい 黄 第三紙 

館 て ま 苛 品 @@.@ え ま 

で しト を わ 
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敦炬 出土 こ請三 和上 答 祥策士道 団 について 

よ る し 

り こ 大 。 む 先 
書 れ 般 と 0 
き を 浬 こ 王 
始 み 磐 ろ 重 
め る で 民 
た と 大 

  
あ 氏 

も " 般 6 0 
0 景 若 。 索 

う 「 十 
で 大 九 
あ 般 蛛   

    
イトル紙の 一 

一 - @C 

    昂た ， " よ   ケうこ 匹 9 @ 
る 二 上 打   

日 そ 
な行谷 の 禅 @C  の 
意 会 集 
味 百 十 
は の 道 記載の かけて 

不 あ 
明 る @ ま、 内容 

で こ 次 は 
あ と の   

る か よ は 
。 ら う な 

続 す 4C  は 
い れ 言己 ナど 

て ば さ 理 

  れ 解 
て @C 

般 れ ぃ 苦 

二
 、
本
宙
の
標
題
 

と
い
う
の
が
、
そ
の
概
略
で
あ
る
。
 

と
題
す
る
本
書
の
簡
単
な
紹
介
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
（
 

3
 ）
 

で
あ
る
。
 

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
書
き
記
し
て
お
り
、
本
小
 ぬ
 

先
に
私
は
、
以
前
か
ら
継
続
し
て
発
表
し
て
い
る
 敦
煙
 

は
 完
全
に
白
紙
で
あ
る
。
整
然
と
し
た
書
体
で
、
一
行
 

㍉
 請
三
 和
上
替
祥
策
士
道
 b
 

際
 、
本
書
は
ま
だ
学
会
未
発
表
の
禅
宗
文
献
で
あ
り
、
 近
 

弼
 は
そ
の
貴
を
果
す
べ
く
、
本
書
の
紹
介
 と
若
 千
の
考
察
 

平
均
二
五
字
か
ら
な
る
。
 

禅
宗
文
献
の
分
類
目
録
の
初
稿
と
し
て
、
そ
の
二
の
禅
法
 

 
 

 
 

を
す
る
の
が
そ
の
 日
 

ぃ
 将
来
紹
介
を
予
定
 

・
修
道
論
の
八
に
 

（
Ⅰ
）
Ⅰ
・
の
 

@
-
e
 

の
 @
 二
口
 
e
 の
り
オ
ロ
 

田
 
i
V
e
 

の
二
 

%
0
 Ⅰ
 牽
 
0
0
 ド
 日
オ
 
の
の
 す
ぎ
ゅ
 
お
 三
 %
 岸
 の
耳
る
房
中
 
Q
 
ヨ
 円
目
 
コ
甘
 
i
i
a
 

コ
 ㏄
 ぎ
臼
 0
 口
女
 は
下
審
秦
 
り
の
 
佳
巨
 
デ
マ
 づ
 ・
Ⅰ
㏄
 

宙
 

（
 
2
 ）
㍉
 敦
埠
 遺
書
総
目
索
引
日
一
九
二
頁
参
照
。
 

（
 
3
 ）
拙
稿
「
 敦
埋
 禅
宗
資
料
分
類
目
録
初
稿
」
Ⅱ
禅
法
・
 修
 道
諦
 

n
2
U
 

官
 駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
 L
 三
 二
号
目
三
一
 
二
頁
参
照
。
 

的 し 
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な
い
こ
と
を
は
な
は
だ
遺
憾
に
思
う
。
こ
の
共
に
つ
い
 て
ど
 教
示
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
 

さ
て
、
「
 請
三
 和
上
替
祥
策
 士
道
 」
を
そ
の
タ
イ
ト
ル
 と
 す
る
と
、
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
「
 祥
 策
し
で
あ
る
。
 
も
 

手
 は
、
 原
 写
本
で
は
「
 策
 」
と
あ
る
が
、
「
 集
 」
は
「
 策
 」
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
「
 
策
 」
に
は
種
々
の
 解
釈
 

よ
中
ノ
 

（
 
ト
、
 

@
 ）
 

文
体
の
名
。
策
に
書
い
て
問
い
又
は
答
え
る
も
の
。
 天
 子
が
政
治
上
の
間
題
を
策
に
書
い
て
人
士
の
意
見
を
徴
す
 る
 

之
に
 対
え
る
も
の
を
対
策
と
い
う
。
云
々
 

と
あ
る
の
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
 る
 。
一
般
に
は
天
子
が
政
治
上
の
間
題
を
策
に
書
い
て
 人
 士
の
 

（
 
2
 ）
 

が
 策
問
で
あ
る
と
い
う
が
、
更
に
「
策
問
」
に
つ
い
て
は
  
 

官
吏
登
用
試
験
に
 、
 題
を
設
け
て
経
義
や
政
治
上
の
意
 見
を
試
問
す
る
こ
と
。
 
又
 、
其
の
文
体
、
策
試
。
 

と
い
う
よ
う
な
意
味
の
発
展
が
あ
る
か
ら
し
て
、
本
書
 の
場
合
に
は
、
「
祥
策
」
と
い
う
通
り
、
質
問
の
内
容
が
 禅
に
 つ

 と
も
こ
の
「
 策
 」
 

が
あ
る
が
、
そ
の
 

を
策
問
と
い
い
、
 

意
見
を
徴
す
る
の
 

関
す
る
問
題
で
、
 

若
経
 第
十
九
 趺
難
 信
解
 品
 第
二
巻
 b
 と
あ
る
が
、
「
 難
信
 解
品
 し
は
「
大
般
若
経
口
入
 0
0
 巻
で
・
い
え
ば
、
一
八
 
二
巻
か
ら
二
八
四
巻
 ま
 
0
 

で
の
大
部
に
相
当
し
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
第
十
九
株
 に
 あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
第
二
巻
」
と
い
う
言
い
方
は
日
大
 般
若
経
し
か
ら
は
出
て
 

 
 

(
6
1
 

こ
な
い
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
点
も
不
明
で
あ
る
。
 

更
に
そ
れ
以
下
に
記
さ
れ
た
「
採
訪
 使
接
応
 良
大
童
」
と
 い
う
の
が
、
一
体
何
を
い
お
う
と
し
た
も
の
か
、
こ
の
 点
も
理
解
し
難
い
と
 

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
 何
 と
そ
の
下
の
「
 請
三
 和
上
 答
 祥
策
 士
道
」
を
連
結
し
た
も
の
を
タ
イ
ト
ル
で
は
な
い
か
と
 す
る
三
重
 民
 氏
の
索
引
 

の
 説
も
。
そ
れ
に
付
さ
れ
た
疑
問
符
が
如
実
に
示
す
 ょ
，
 
っ
に
、
 疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
重
し
と
「
 請
 」
の
間
に
一
字
分
の
 会
 

白
 が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
 
請
 」
以
下
を
タ
イ
ト
ル
 に
み
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
私
は
あ
え
て
「
 吐
 
哩
 一
和
上
啓
 
禅
 第
十
 道
 」
 

を
 本
書
の
タ
イ
ト
ル
と
み
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
前
に
つ
 い
て
は
、
こ
れ
に
適
切
な
解
釈
を
施
す
す
べ
を
持
た
な
い
 ま
ま
放
置
せ
ざ
る
を
 得
 

 
 

 
 



敦炬 出土 げ請二   和上智 禅 第十遣コ は ついて 

掲 
げ、 

各 
団 長 

答 
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と 
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内
容
的
に
は
、
 
十
 問
答
が
二
回
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
 

最
 初
 の
十
間
 p
 テ
ー
マ
は
、
経
典
の
語
句
に
つ
い
て
の
も
の
 

が
 多
い
の
に
対
し
、
の
 

後
の
十
間
に
は
そ
れ
が
ま
っ
た
く
な
く
、
 

禅
 そ
の
も
の
 ほ
 つ
い
て
の
間
に
変
化
し
て
い
る
点
も
注
目
す
べ
き
こ
と
 

で
あ
る
。
以
下
本
文
を
 

ね
ば
 「
 空
 」
と
「
 自
 」
と
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
二
人
の
 和
上
は
仮
空
の
人
物
で
あ
り
、
祥
策
自
体
も
こ
う
し
た
 世
 間
で
一
般
に
行
わ
れ
て
 

い
る
策
問
の
形
式
を
借
り
て
、
禅
の
要
諦
を
説
示
し
よ
・
 
つ
 と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
意
味
か
ら
本
書
の
文
体
を
み
る
と
、
第
一
間
か
ら
 第
三
問
ま
で
は
、
第
二
間
の
空
の
答
が
「
空
谷
」
と
い
・
 
っ
 以
外
、
「
 答
 し
は
す
 

べ
て
「
 対
 」
を
用
い
、
「
 空
対
 」
「
 自
対
 」
と
し
て
そ
れ
ぞ
 れ
 答
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
 問
 」
に
 対
し
て
「
 対
 」
が
多
く
 

用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
策
問
」
に
対
す
る
「
対
策
」
 と
い
う
「
 策
 」
の
特
徴
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
 考
え
ら
れ
、
ま
た
問
、
 

対
 共
に
、
あ
た
か
も
策
に
書
い
て
問
い
、
対
え
た
が
 如
 き
 簡
潔
な
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
の
も
、
本
書
の
特
徴
で
 あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
 

本
書
は
形
式
、
文
体
の
上
か
ら
も
、
歴
史
的
社
会
的
背
景
 を
 持
っ
た
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
資
料
と
し
て
重
視
す
べ
 き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

「
 祥
 策
」
に
つ
い
て
は
如
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
 が
 
「
士
道
」
と
い
う
の
は
、
策
問
十
種
と
対
策
十
種
の
 い
わ
ぬ
る
 十
 問
答
を
 

「
士
道
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
 、
こ
の
 十
 問
答
が
二
回
繰
り
返
さ
れ
、
実
際
は
二
十
間
 答
 に
な
り
、
し
か
も
 一
 

間
 に
対
す
る
答
者
は
、
空
と
自
の
二
和
上
で
あ
る
。
一
般
 に
 問
答
 体
 の
も
の
は
、
 皆
え
ぱ
敦
炬
 出
土
の
Ⅰ
大
乗
 二
 十
二
間
木
 L
 の
如
く
 、
 

同
一
人
物
の
問
答
往
復
な
ら
 ぱ
 、
継
続
し
た
通
し
番
号
 で
い
く
筈
で
あ
る
が
、
本
書
は
第
十
問
答
の
あ
と
再
び
 第
 一
 問
答
か
ら
開
始
さ
れ
 

て
い
る
。
従
っ
て
 十
 問
答
が
一
つ
の
単
位
と
し
て
こ
れ
 が
 「
士
道
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
 問
 」
 字
の
右
下
に
細
字
で
二
 

ほ
す
 っ
「
 九
法
 」
「
 
言
法
 」
「
乗
法
」
「
仙
法
」
「
 

凍
法
 」
と
 い
 う
 二
字
の
書
き
込
み
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
休
何
を
 意
味
す
る
も
の
か
不
可
 

解
 で
あ
り
、
先
の
タ
イ
ト
ル
と
併
せ
て
、
 ど
 教
示
を
願
・
 
え
れ
ば
 幸
甚
で
あ
る
。
 

そ
れ
へ
の
対
策
に
二
人
の
和
上
が
 詣
 せ
ら
れ
た
と
い
う
 形
 式
 を
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
二
人
の
和
 上
の
名
は
、
本
文
に
よ
 



二
人
の
和
上
を
請
し
て
答
え
さ
せ
た
禅
の
要
諦
十
間
。
 

*
*
 

第
一
問
。
大
法
 

禅
 管
玉
、
心
 浄
則
仏
ぜ
浄
 。
未
知
心
 と
 
与
土
 、
以
 何
 為
体
。
 

 
 

空
尉
。
小
者
以
 浄
 為
体
、
か
者
以
 色
倶
心
浄
 、
 則
 仏
土
 
浄
 。
 

 
 

自
対
 。
 心
浄
及
 仏
土
 浄
 、
 惣
 帰
一
。
体
外
 元
 、
是
者
 真
 浄
 。
 

土
は
 主
、
与
は
 ゐ
 に
作
る
 

第
一
の
 間
 。
 司
禅
軽
 し
に
は
「
 心
 浄
け
れ
ば
則
ち
仏
土
 浄
 し
 。
」
と
あ
り
ま
す
が
、
心
と
ハ
仏
し
土
と
は
、
 

る
の
で
し
ょ
う
か
。
 

空
 の
 対
 。
心
は
 n
 清
し
浄
を
休
（
本
質
）
と
し
て
い
 ま
す
し
、
ハ
仙
し
土
は
色
（
 物
 ）
と
倶
に
心
の
 

す
か
ら
）
、
す
な
わ
ち
仏
土
も
 

ハ
 
滝
口
 浄
 な
の
で
す
。
 

何
を
休
（
本
質
）
と
し
て
い
 

ハ
 
溝
口
 降
る
 ハ
体
と
し
て
い
ま
 

策 
  
集 
  
作 
  

生日一 ヰ @- 

 
 

一
和
上
啓
祥
策
士
道
 

三
 、
本
文
と
そ
の
和
訳
 

c
]
 

は
言
葉
の
補
い
、
（
）
は
言
葉
の
志
昧
を
表
わ
す
。
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尚 
本 
毒 
に 

  
「 

策 」 

字 
  
@ フ 
  
      
五 
種 
  

  解 
釈 
  
列 
" - 臣 モ土 

  
  
お 

@ 、 

ム 
  
第     
O 
番 
目 
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敦炬 

3
 

第
三
の
間
。
質
問
し
ま
す
。
 

自
 般
若
経
」
の
中
に
は
、
「
 
元
相
 を
義
と
為
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
定
と
元
 相
 に
は
 
ハ
 
如
し
何
な
る
作
用
が
 
7
 

出土に請姉和上番 

若 対自。 空 元 。 

  
浮 津 差   念 
ち 浮 * 。 

元心理 に作る 相 中元 

足 元 
元 作 
作 用 用 

(619) 

 
 

 
 

 
 

H
 

。
般
若
経
中
篇
 元
相
義
 。
 
定
 手
元
 相
有
 同
作
用
。
 

 
 

-% 皇甘 について 

第 
自 室 第 自 室 二 百日 

の 

                  登花筏 H 。 対 円円 甘ド 

と 
りへ j む @ 
つ ら   

， 娑 婆 ま 
羅 羅 す 

てハ も 清 
赤 口 

『 弓 『 弓   喋 禅娑 黙は 昔、 門 羅 語 舐 、 ハ 陣 
の の 禅 に 漂 鳥 門 と で 

ら す 語 土日 。 ハ 作る舌口祐未 上とは 静慮 @- 。 - ん し 
写 で 婆 為 。 未 る 
五町ロ 、 羅 寂 *  矩 べ 仏 

舐 門 黙 此 き 土 
で ハ の 義 地 何 も 

翻 言葉 漢 、 訳し 作 
上 し で 何 溝口 吻も し ハ 

で て す 
。 五   な 浄 

は 静 が 
  

い で 

舐 慮   の す 
で か   

し て 地 
すら 

じい で 
て ま は   

しト 

の義   
  

  ハ ） 
と 

」ロ井 木 @ し 芭惣 
て 1C 
い 翻 浄と ては 

ま 訳 し '  一 
す し 

て に掃 うの 

りト 
で す 

る 
の 

援乙 
で で 

し す 
  

スノ 休 
カン 

（小小 

質 ） 



  

で 
す 

第 
自 ; 空 舞 ぎ 

自生玉 。 。 間 口 『 ) r@)  四 蕪 
の の の   

同 工 索 
是 受 法 

対 対 問 帯 
り し     

経 * 三 

所     
  

    
の 

小 体 起 仮毛休 
有 
  受       
亦 昧 
元 
有 

異 。 
異   
  

@C  る 
奴 で 
め し 
，ら 
れ ぅ 

る か 
の   

第 

自室田 。 。 間 口 

自 

r¥ 

の 

繭 * 五 言 対 
者 蕪 ， 法 き 、 り 0 
是 義 ） 

郭 者 諸 
名 兵 法 

。 定 申 
定 休 之   
者 。 五   の 

識 行 嚢 義 
繭 * 蕪 *   と 

所 所 未 ま @ 

吸 収 知 定 
休 

ハ清 u 
何 
荒 血 

浄 

所 
と 

収 
  
  
  
と 
で 

す 

ハ清 
v@ 

浄 

の中 

で 

ま ｜ 

元 
相 
が 
そ 
の 

ま 

ま 

元 
作 
の 

用 
（ 
ま @ 
ナ， @ 
ら 

空
 の
 対
 。
 

元
相
 と
定
の
義
に
は
、
 
差
 
ハ
列
し
の
念
が
 離
れ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
 

天
 心
の
八
道
 り
 理
か
ら
す
れ
ば
 、
作
用
は
な
い
の
で
 

穏
 
)
 

 
 

す
 。
 

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
 

 
  

 

甘               



  

  

和
 

二
 

第
六
の
間
。
「
菩
薩
戒
 経
 b
 に
は
、
「
心
地
の
法
 門
は
毛
頭
許
り
の
如
し
。
」
と
あ
り
ま
す
。
禅
法
は
相
の
 な
い
も
の
で
、
心
は
有
（
 存
 

請
 

 
 

在
 ）
に
お
い
て
擬
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
既
に
毛
頭
も
 心
 が
な
い
の
で
す
か
ら
、
禅
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
ハ
元
 相
 り
な
の
で
 
り
 

土
 

(
6
2
 

出
 

し
ょ
う
か
。
 

炬
 

敦
 

ハ
空
の
対
ロ
。
 只
 菩
薩
 口
戒
経
 b
 に
い
う
「
心
地
 

ハ
の
 法
門
し
は
毛
頭
許
り
の
如
し
。
」
と
は
、
こ
れ
ま
さ
 に
 法
を
危
う
く
す
る
も
の
で
 
7
 

上智祥策 

経、 

空 

自 

  
  
  

危 
  
  
  
作 
  

士道 コは ついて 

第 
自 ， 空 ， 六 現 昆 

    
と 

ヰ立 申 

顕示 者 " 心薩 " 
し 

て 

あ   
    と 

。 許 心 も 

よ 尤 @ 地渋 音ロ頁 。足 { 
如 真 門 
理 窟 如 異 

Ⅰ ん じよ @     
ナ - @   も 

尼 君 禅 の 

浅 見 法 と   し 
て 

性   
亦 ， C 、 

あ 
る 

元 船   
毛 有 と 

頭 擬   も 
な 

及 既       
」 

とい 心危法 。 毛頭 
    

  す 

  

 
 

第
五
の
間
。
 

  
 
 

空
ハ
 0
 対
ソ
 

 
 

自
ハ
 0
 対
 し
 0
 

「
華
厳
経
 L
 で
は
、
「
東
方
に
て
 正
受
 に
入
れ
ば
、
西
方
 に
 三
昧
起
る
。
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
 

正
受
と
 三
昧
 と
 は
ハ
 同
し
 

で
す
か
、
異
な
る
の
で
す
か
。
 

正
受
と
 三
昧
と
は
、
 
正
受
 が
定
で
三
昧
が
 慧
 な
の
で
す
。
 
ハ
 こ
の
二
つ
は
 口
 斉
し
く
融
け
合
っ
た
 体
 
（
本
質
）
を
 な
し
て
 

る
の
で
す
。
 

同
じ
く
こ
の
経
に
 、
 「
（
こ
こ
に
）
説
か
れ
て
い
る
東
西
 
の
 三
昧
と
は
、
こ
れ
一
八
真
実
 口
 と
い
う
義
で
あ
っ
て
 、
 ハ
曲
円
目
 

芋
は
花
に
作
る
 、
 経
は
右
半
分
不
明
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第 
自 室 第 

n 

" Ⅰ Ⅰ "" セ     白目 

の の の   
の 

対 対 旧功 甘卜 

対 
で H v,,0 。 浄   せ ロ 。 す 

ん 毛       禅 。 頭 仏 
ま @ 静 心 者 と 性 

充 足 浄 い る 

ハ凄儂 % はハ し 和かなり ほ とは ・ っ も 
芸名心、 @ 自、 0 、 の し 

@ 亡 @* 

可 有一 は有 " と 

是     真 種 。 
j ら ¥ 
浄 妄   

J 亡 Ⅹ 

未 要憶 
知、 

愉 ハ 

浄 
仏 Ⅰ なの   何 
で 性 

l ら ¥ す も 
                    。 牙 T あ 

る 
  亦 

J ひ し と 

レ Ⅰ 

  毛頭な 理 真如 

いこと性とい   つ fC 

なり、 ても、 こハ れり 目 妄 
ハ想 
".@" 

l む @ 

  
ハ清 
L" 

知 
り 

浄 ま 
と せ 
ヰ ん よ @ ん 
り が 
  
る 
の 清 （ ' コ   

第 

白 。 * 空 。 * 人 問 

仙法 一一一旦政一一一夏 取 
儀 儀 
有 有 経 

  
是 為 有 
文 鳥、 四   

。 義 云 
但 。 何 
安 位 唯 
，む ) , む Ⅹ 言 

、 清 里 

禅 担 、不 心坐 浄、荷 
禅 佳 言 
成 型 余 
儀 軌 三 
並 常   
景 慕 

具禅 

  



敦煙 出土 Ⅰ 請三 和上 答 祥策士道 コに   ついて 

第
九
の
間
、
淫
薬
 は
ハ
 坐
り
禅
に
拠
る
と
い
う
こ
と
で
 す
が
、
 ハ
 そ
れ
ほ
 目
 如
何
な
る
 相
貝
 を
し
て
い
る
の
で
し
 よ
 う
か
。
 

ハ
 空
の
対
 U
 。
も
し
こ
れ
（
菩
提
、
淫
薬
）
が
 相
 
（
 す
が
 た
か
た
ち
）
だ
と
す
る
と
、
そ
の
栢
は
虚
空
と
同
じ
も
の
 と

な
り
、
も
し
こ
れ
 
@
 
跨
 

（
菩
提
、
淫
薬
）
が
 言
 
Ⅰ
葉
に
よ
っ
て
口
説
か
れ
た
も
の
 

と
す
る
と
、
か
え
っ
て
妄
の
柏
（
す
が
た
か
た
ち
）
 
と
 な
っ
て
し
 

 
 
 
 

ま
ぅ
 の
で
す
。
 

第 
" Ⅰ r@ 

自 
第 

空、 九間 自 。 空 。 の 

文才 凍法 4 自ま 菩提 右足 @C  口 。 で   
坐 あ   わ 一コ 

井立 口 

  
藁禁究梢   

こ と 四 と 
こ 言 威 い 

種 
有   り 

元 還 にう 具 こりま 儀い 」 

  
柏 克二 。 すが、 とは、わるの とあ は常に 

ヨ天 

説 ります 文字八です。 禅 とな 坐 とは 

上 る 息、 が 

是 の の 妄 
生口 ど 
提 * ふノ   し 

井立 自 を 
提 * ぎ 息 
者 ま め 

て唯 

坐 
休 せ る 

ん 
） 禅 

亦 の 

元 と み 

相、 た り下 を 
だ   一   

即 l 已ト 義   
是 を と て 

浬 安 な 
  

盤 ん り そ 
ず ま の 

三 益姉 ヰ自 * る す 余 
提 * @.. Ⅰ ん よ の 

理 り @ 
  

た     
元   だ 
  r-¥     

@ 已 @ 
説 

ハ戒 

儀   ¥-J 清 のし が 
l 亡 @ 浄 を 

空
 、
自
は
 
ナ
シ
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第 
聖 一 台目 空 第 出 品 " Ⅰ n 

の の 
十 
の 

僻 言 対 対 旧用 官 Ⅱ 

禅 脩 H 真 ヒ ぁ   
浄 禅   
義 何 為 
言 議 

解   
脱 解 

心 * 何   

色 辮 

即 請 

      何 
カン   り = 

起 

ハル生ロ づけ り ム な り 
る 
の 起 るの ち上 で 

し 
  
つ ・ 

カュ   真 

ハ案 
¥_/   の 

て 中 
起 
る に安 

の /n¥   
が 

第 
7@nn 

妄 十間 自 。 空 。 白目 

  の 

対 u 
芭柏く、   

は （ す 青苔   な が ハ 握 
、 妄 ネ元 い た 葉 と 

の か 口 は 
足中芸 名越、 で た も 円 
真 起 妻 *  す ち な 寂 
止 ．。 従 。 ） 

く と 
。 真 何 の " い 

中 越 な 鋭 う 

元   い ハ 議 

  の の でキ 上 o 口 叶切 

元 有 で も っ 

念妄 即 、 
、 あ て 

す り   
正 安 * な ま 相 

。 何 わ せ 貝 
時 ち ん （ 
至 こ 。 す 

れ こ が 
が れ た 
浬 が か 
薬 菩 た ち ） なの 提 な 
で の は 

生口 

  
提 菩 差 
の 提 ハ 

㎝別口女 追目 八 * こい つ 二ノ @ 
理 の 相 

には 言、 （ す 
説 そ が 

ハ の た 

0 % か 

  も 
  余 が な 

  

  
  
  



   
   

敦炬 出土『 請三 和上 答 

ハ案 
¥_f 

第一 

  与 
白目 0 

の   
閲 兵 

を     
も 早口     説 

の と は 文 
り は 
- と 弾   
は の 

寒梅 して 

ヤ 吉旦 る 寿命 - 冊 

い で 
其   
-" ネ 

ませ す 。 
ん 維 

義、 

。 摩   並 
言 は 

/-@  r-¥ 是名 

  至 
  

と る 
V-/ 

' Ⅰ 
洗 車   
黙 と 
と し 

はて 、 い   
い ま 
か す 
が が よ 尹 @ 

も 文 
0 株 
で 師 

し 本町 

  
カン ⅠⅠ   

れ 
を u 
真 

    禅 第十 道コ について 

*
*
 

第
二
間
。
不
二
法
門
、
禅
文
宗
 極
 。
維
摩
耗
至
妙
、
 
文
 殊
師
 利
害
天
馬
道
具
。
末
客
喜
之
早
熟
。
 

 
 

 
 

 
 

空
 。
維
摩
熟
面
 順
理
軌
 、
 
是
誰
非
 。
知
夏
無
為
 是
 。
 
文
 殊
 等
覚
威
夫
正
之
 人
 。
 
如
其
 無
為
 非
 、
維
摩
 即
為
 大
理
 2
 
審
。
文
殊
 以
 育
造
 

 
 

言
 、
黙
 倶
 足
元
応
。
法
門
救
与
不
二
。
 

自 宅 第 
一
の
 間
 。
修
禅
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
 
ハ
 根
本
し
養
と
す
 る
の
か
。
解
脱
と
は
如
何
に
 辮
 議
す
る
か
。
ど
う
か
 こ
 の
 二
儀
（
修
禅
 と
 

解
脱
）
に
つ
い
て
釈
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。
 

ハ
 0 対
 U
 。
修
禅
と
ほ
 
ハ
清
目
浄
を
ハ
 
根
本
ロ
 義
 と
し
ま
 す
 。
解
脱
と
い
う
の
は
、
心
も
色
（
物
質
）
も
倶
に
 
ハ
捨
 リ
 離
し
た
の
が
、
 

す
な
わ
ち
解
脱
な
の
で
す
。
 

ハ
 0 対
 u
 。
禅
に
 安
 
ハ
柱
 
ロ
し
、
意
 
（
こ
こ
ろ
）
を
 ハ
 
安
 し
 建
 さ
せ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
修
禅
と
な
り
、
 
証
 り
も
な
 く
、
 得
る
こ
と
も
 

な
い
の
が
、
解
脱
 と
 名
づ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
 

自
 。
 
安
 禅
定
意
 即
 慕
情
 禅
 。
 元
証
元
 侍
名
解
脱
。
 

心
は
以
に
作
る
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第 
盲空 第   白日 

空 
    与 目 * 空三 。 問 " つ /n¥ 

の     の の 

自展 ゐ 知 者 境 対 
す に 心 心 之 

な l 心   
素心下 相 

ハ沈 

い つ   う の 

で   

青毛 福   
滅 境、   

相 ィ旦 * 
一 

す 軸   文 
ハ五 

¥_/ 
看 一口 字 
l 已 ¥ ま @ 

4%   

ナ @ @ 

し玖 （ 
ホ， レ 

） そ       
て つ 
    
ま つ 
す の   が 

ハ竜 

（ 一 く u   
） 

何 

を た （ 
を 論 旨 

看 じ   る ナ - @ 
と 

にす ハ地 亡じ u ま ｜ 

し ㌧ ぎ ま ナ 

わ 
な 
い も   の   

す で 
但 なの 法門 り ハ葉 カ ， O 

(6 ㏄ ) 80 



敦
 

（
自
の
対
 
U
 。
心
が
 ハ
清
 
u
 浄
 と
い
う
こ
と
は
、
 
染
ハ
汚
 し
が
な
い
と
い
う
 
義
 （
こ
と
）
で
す
。
 
ハ
 
心
境
 ロ
 倶
に
 ハ
 
染
汚
が
り
な
い
の
で
 8
 

  和 

 
 

具
名
 
浄
 。
 

上
 

士道 ま について 

第 
空 * 五 自 室 第 問 戸 "  Ⅰ " 四 

の の の 

恭 助 対 対 列目 け 旧 

独 言 弓 H 法   

l 亡 Ⅹ   
ヰ 目 天工 

  陀   と 
  

  す 
@  "' 』 が 

これ し ハ議 義は 
Ⅰ " 

だ清 とし ハ ま @ 
い 浄 女 口り 

，と こい っ 何 
と ， っ 

よ す @ 

で こ 
る 庄 

す と 
  

  で （ 一   
西拮未 す   

） 

で   
そ 
の   
庁 " 
意 
¥_/ 

義 
は 
" 下 
如 
ヒ " 

何 
よ 尤 @ 

る 

ハ教 u 

空
 。
地
芸
 覚
 、
共
議
 長
浄
 。
 

 
 

自
 。
仏
陀
者
帰
依
 是
 第
一
。
 

陀
は
悔
、
帰
は
婦
に
作
る
 

      

 
 

第
四
間
。
荒
目
仏
陀
、
 

此
云
 同
語
、
真
義
同
法
。
 

    



う な て 

か り 看 
。 ま る 

す こ 

し と 
  が 

第 
第 目 * 空 セ 
セ 想 田 R 。 
の   
碍 展 柏 亦 恒 夫 

に 不 空 蝉 
  

元 る は 。禅 もし でき 女君安着 、 小俣 心 

心 と ハ 

@c しるし す私   
て の 心 シ 親 君 ， か 
肴 で を 
る し 看 空言責 "  l¥ 已 " 
こ よ る 是 。 為 
と う こ 名 元 
が か と 真 l 巳 ¥ 

看 可 
でき もと 。 ホ， @ 看 
る し い 
と 有 わ 若 
ぃ 心 れ 有 
う @ こ ま @ 亡 Ⅹ 

な て す 可 
ら 看 が 
ば る   

着 、 

、 こ 有 フ % 
ど と ん、 成 
う が に 妄 
し で て 想 * 

て き 看 
生 る る 若 
@ と と 元 

J 亡ト 

可 
するの 執り ハ いうな 

着 ら で 
着 、 

せ ば し 
m 

ず 、 ょ 

@  カ )  う 

豆本 

着 
空 

おえか りっ 
れ て 元 
ま 。 妄 ， 已 、 

し 想、 に 
ょ と し 

  

す
か
ら
、
心
の
浄
と
す
べ
き
も
の
も
な
い
の
で
す
。
 こ
 れ
こ
そ
 
ハ
 
溝
口
 浄
と
 名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
 

第
六
間
。
禅
法
自
性
 為
 育
郎
、
 為
元
相
耶
 。
 

空
 。
禅
法
自
性
二
 俣
元
相
 。
 

自
 。
 
亦
 非
有
相
、
赤
井
元
 相
 、
長
老
真
実
。
 

第
六
の
間
。
禅
法
と
自
性
と
は
 百
 
八
相
ロ
と
す
る
の
で
 
し
ょ
う
か
、
 元
相
 と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
 

空
ハ
 0
 対
 U
 。
禅
法
と
自
性
と
は
、
二
つ
倶
に
元
和
（
 す
 が
た
か
た
ち
の
な
い
も
の
り
な
の
で
す
。
 

自
ハ
 0
 対
 u
 。
 n
 禅
法
と
自
性
と
は
 u
 ま
た
有
相
で
も
な
 く
 、
 元
相
 で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
真
実
と
名
づ
け
る
 の
で
す
。
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士
 

鮒
 

第
九
の
間
。
「
舌
口
語
道
断
、
心
行
 
処
滅
 」
と
い
，
 っ
 こ
と
が
、
す
な
わ
ち
空
寂
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
 

敦
 

空
ハ
 0
 対
 U
 。
た
だ
心
の
 
ハ
 
溝
口
 浄
 な
る
こ
と
を
 空

寂
 と
 名
づ
け
る
の
で
す
。
 

 
 

  『 請 三相 

白目 0 

名
相
 倶
沢
 、
 即 
名 
空 
寂 

土谷祥策 

  第 

九間 空 。 
恒 言 

名 
  
空 心 

打 寂 処 。 
滅、 

即 
是 

空寂。 

士 道由ほついて 

第 
自 室 第   

ハ 八 八 自生人 。 。 間 目 空 
の の の 

対 対 問 方 真 青 
で ） ヒ   

の対 の対 u ハ 
便 通 道   
万 方 方 
恵 、 便便 、 、 

並 以 休 
是 恵 為 
仮 為 定 心を看ることただ空も妄 

  心 な ハ相 ヰも ロ 
l 已 Ⅹ 

不 く   も 

着 、 

方   便 

  

恵   
即 
是     

恵   
る   

で 
の 

萬臆 で 芯沌 
'" 』   

看 し 
よ ナ @   

と 

名 
つ 

け   る 
の 

です。 

よ ヰん @ 
  
    
の か 

83@ (629) 



 
 

    

  台目 

  上 r-¥ 

の 

対   も Ⅴ な 
の @.. ヰ L ム 

    を 

訳 
発 

を 
す 

な 
る 

し   

ポ @ Ⅰ 

と 

カま 

が 
で 
き 

木膚 
ま 

  で 
す 

と 
が 

り 

あ 
定 

4 ナ 
と 

ら 
恵 

    れ 
ま ｜ 

た   
  ハ本 

十 
来 
¥_; 

種 
の   

  

閏 お 
休 

と 
の 

そ も 

    れ の 

ts: で 

対 
す す 
る べ 

ウ廿 
エ 

て 

棄 
自 Ⅰ   て 

  る 

人 べ 
の 

（ 唾條 

き 

解 も 

答 筆   の 

こ @ ま ｜ 

つ 何 

  

第
十
の
間
。
 恵
 こ
そ
が
仏
の
母
と
な
る
と
い
い
ま
す
が
、
 禅
定
は
そ
の
ハ
景
 ロ
 初
は
何
に
因
る
の
で
し
ょ
う
か
。
 先
に
恵
を
崇
め
な
い
 

で
、
し
か
も
先
に
定
を
崇
め
る
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
 本
 
（
 
恵
 ）
を
棄
て
 末
 
（
 
定
 ）
に
従
 う
者
 と
は
な
ら
な
い
の
 で
し
ょ
う
 

@
 
カ
 
Ⅰ
。
 

空
ハ
 0
 対
 u
 。
禅
は
本
 
ハ
 来
し
定
よ
り
恵
を
発
す
こ
と
が
 ハ
必
 u
 要
 だ
と
し
て
い
ま
す
が
、
斉
し
く
ハ
頁
 ロ
 理
を
 修
す
る
に
は
先
後
は
 

棄
は
芽
 、
末
は
 禾
に
 作
る
 

目
ハ
 0
 対
 u
 。
 名
 
ハ
節
 
u
 も
 相
 
（
す
が
た
か
た
ち
）
も
 
倶
 に
沢
ハ
絶
 し
 し
た
の
を
空
寂
と
名
づ
け
る
 

第
十
間
。
 云
恵
為
仏
 母
、
禅
定
初
国
阿
。
水
先
業
 於
恵
 、
 両
刀
光
景
 於
定
 。
 葦
 非
蕪
木
 従
 私
考
 乎
 。
 

空
 。
 
禅
 為
末
 要
 徒
足
英
恵
。
苦
情
理
元
先
後
。
 

 
 

自
 。
定
能
英
恵
、
 
定
 恵
一
体
、
赤
兎
葉
音
。
 

の 

です。 
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蜂
 

こ
の
間
に
対
す
る
答
を
み
る
と
、
空
は
 

、
 心
が
 清
 浄
を
 体
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
仏
土
も
色
心
倶
に
清
浄
 

で
あ
る
か
ら
、
仏
土
も
清
浄
 

和
 

駐
 
-
 
」
。
 

で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
自
は
 

、
 心
も
浄
、
仏
土
 
も
浄
 、
 惣
 て
は
一
に
帰
す
る
も
の
で
、
 

休
 そ
の
も
の
は
 
本
来
 無
 な
る
も
の
で
あ
り
、
 

 
 

浄
 と
み
る
空
と
 
、
 休
の
木
末
 
無
 な
る
を
清
浄
と
み
る
両
者
 

の
 立
場
の
相
異
が
示
さ
れ
て
 
り
 

射
 
い
る
。
 

敦
 

第
二
間
は
、
「
 

禅
 」
と
い
う
言
葉
の
訳
語
に
対
す
る
問
で
 

あ
る
。
空
は
、
 
玄
 実
の
新
訳
で
あ
る
「
静
慮
」
を
も
っ
 

て
答
 と
し
て
い
る
の
 8
 

禅 第十道コ は ついて 

い
わ
ず
、
 円
 蝉
籠
ヒ
と
い
っ
て
い
る
点
は
重
要
で
、
イ
ン
 ド
の
 初
期
大
乗
仏
教
経
典
で
あ
る
 円
 維
摩
経
し
が
、
 申
 国
の
初
期
禅
宗
で
特
に
 

重
視
さ
れ
、
禅
宗
思
想
の
形
成
の
上
に
、
こ
の
経
の
果
 し
た
役
割
が
い
か
に
大
で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
 。
こ
の
こ
と
は
、
本
書
 

後
半
第
二
間
に
 、
 

不
二
法
門
、
禅
 之
 寒
梅
。
維
摩
 為
 至
妙
、
云
々
。
 

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
こ
と
で
、
維
摩
が
 至
妙
と
す
る
「
維
摩
経
 b
 の
不
二
法
門
が
、
そ
の
ま
ま
 禅
 の
 京
極
で
あ
る
と
い
う
 

通
り
、
「
維
摩
経
 
b
 こ
そ
禅
の
宗
極
を
説
示
し
た
 司
禅
経
 ヒ
 と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

（
 
つ
 
2
 
）
 

と
あ
る
が
、
本
書
の
引
用
が
、
「
 
当
 」
を
「
 常
 」
と
し
て
 い
る
以
外
は
、
両
者
は
一
致
す
る
。
し
か
し
、
本
書
が
 経
典
 名
を
 
「
維
摩
経
」
と
 

@C し ) 
着 筆 後 て 
圭 - 半   

薩 閥 め そ 
欲 は   十 の 

間 内 蟹有 答 容 

浄 名 に を 
十 な （     分 校 

け き 寸 

て し 
考 て 

ろ う   
と 問 
に 答 

す は   る 。十間 
  答 

が 
則 仏     
4 ム @ む 回 
土 と 絨 策 

  
仏国 津。 返 

土 し 

と ic 
の よ ナ 

木   
質 て 

的 りト 

関 る 

係 の 

を で 

窩 昆 

  

スノ 

て 
最 

  
初 
tC 

る 前 
半 

維 「 の 

摩 十 
経 目 見 

匹 @@ 答 
で を 

は 、 T ） そ 
の 

後 



或
 東
方
兄
人
工
 受
 、
 或
 西
方
晃
三
昧
 起
 。
 

（
 
5
 ）
 

こ
の
「
華
厳
経
」
は
 、
 ヨ
八
十
華
厳
 ヒ
 で
は
 巻
セ
 賢
首
 菩
 薩
品
 に
あ
る
 

真
如
 
無
 。
 
相
 、
知
小
蕪
 
レ
知
 
、
無
知
之
 

知
 、
壺
錐
 
レ
 
知
也
。
 
無
相
左
相
、
豊
 

離
レ
 
相
地
。
 

 
 

間
 で
あ
る
。
空
が
、
玉
繭
を
定
の
休
と
み
て
、
定
を
行
 

繭
 0
 所
収
と
み
る
の
に
 

対
 

諸
相
 
無
レ
相
 

、
由
。
 
心
作
レ
相
 

、
 但
自
無
 
。
 
心
 、
 則
無
 
。
 
名
レ
 
相
 。
 

（
・
 
4
.
 

）
 

等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
一
方
、
南
宗
系
の
「
六
祖
壇
経
口
 

に
は
、
慧
能
 

弾
め
 
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
 

我
 化
法
門
、
従
上
巳
来
、
頓
漸
 

皆
立
 
、
無
念
 
為
レ
宗
 

、
無
 
相
馬
。
 

体
 、
無
住
 
為
レ
本
 

。
 

と
 主
張
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
こ
の
間
に
対
し
、
 

ヵ
 
ェ
が
 
、
無
心
の
道
理
か
ら
し
て
、
心
無
き
と
こ
ろ
に
作
用
 

も
 無
い
と
す
る
の
は
、
 

前
者
の
北
宗
系
に
通
じ
、
自
が
、
無
相
、
定
を
端
的
に
 

無
作
自
在
の
用
と
み
る
の
は
、
南
宗
系
の
主
張
に
通
じ
た
 

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

し
、
 
自
は
、
玉
繭
は
単
な
る
名
目
に
す
ぎ
ず
、
定
は
識
 

繭
の
所
収
と
み
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
 

、
 定
の
休
を
一
段
 

と
 深
い
処
に
求
め
て
い
 

る
 点
に
相
異
が
み
ら
れ
る
。
 

第
五
間
 
は
 、
日
華
厳
経
 

ヒ
を
 
引
用
し
て
、
そ
こ
に
出
る
 

サ
 マ
ー
デ
ィ
の
意
訳
と
音
写
で
あ
る
 

正
受
と
 
三
昧
の
異
同
 

を
 問
う
も
の
で
あ
る
。
 

（
Ⅰ
 
3
 
）
 

た
 。
北
宗
系
 燈
史
の
 
「
 拐
伽
 師
資
 記
ヒ
の
 序
に
は
、
 

が こ @C 

頻 第 に 対   
る ほ の 自 

  
れと 

  

ま @ 

  
  こ @ 
と た 
は ら 

対 

で き 
し 
て 

き なに ） 
い つ 後 
が い 者 
  て が 

禅 
の 

無 

場     
の 』 ナ @ し 

  と 

み 
ら   

つ 圧 Ⅰ 口   
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駒
 あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
真
に
心
清
浄
と
い
え
る
の
だ
、
 

と
い
う
自
性
清
浄
の
立
場
を
強
調
し
て
い
る
点
に
相
異
 

が
み
ら
れ
る
。
 

  

典
の
文
句
を
引
い
て
、
行
住
坐
臥
の
四
威
儀
 

申
 、
何
故
 

坐
 
禅
 の
み
を
強
調
し
て
他
の
行
 

縄
 

敦
 
蛆
住
 
清
浄
と
な
る
の
だ
か
ら
、
妄
想
が
な
い
 

臥
の
三
を
い
わ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
で
あ
る
 

こ
 
と
か
ら
 

 
 

 
 

 
 

い
 か
な
る
心
を
 
い
う
 の
か
を
問
 
う
 の
で
あ
る
が
、
空
は
 

、
 妄
想
は
清
浄
で
な
く
、
心
と
 

蜂
 
い
っ
て
も
そ
れ
は
名
目
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
常
識
 

的
 解
答
を
す
る
の
に
対
し
、
自
は
 

、
 禅
は
清
浄
と
か
妄
想
 

と
か
の
分
別
を
離
れ
た
心
で
 

 
 

憎
相
異
を
示
し
て
い
る
。
 

について  
 

定
、
西
方
の
三
昧
を
恵
と
し
て
対
の
は
、
い
ま
だ
対
立
的
要
素
の
残
倖
を
残
し
て
い
る
の
に
 

空
が
 、
東
方
の
正
 
愛
そ
 

 
 

三
昧
は
真
実
そ
の
も
の
で
、
そ
こ
に
何
ら
対
立
区
別
の
余
 

地
 は
な
い
と
す
る
相
異
が
み
ら
れ
る
。
 

第
六
間
 
は
 、
「
菩
薩
戒
 
経
 」
を
引
用
し
て
、
禅
法
も
毛
 

頭
の
如
く
相
が
な
い
の
で
は
な
い
か
を
問
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
㍉
菩
薩
戒
経
口
 

と
は
、
実
際
は
「
梵
網
経
二
の
こ
と
で
、
大
乗
菩
薩
の
 

戒
法
を
説
示
し
た
経
典
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
 

あ
る
。
こ
の
引
用
は
 

、
 

「
梵
網
経
ヒ
 
の
 盧
舎
那
仏
説
菩
薩
心
地
 

戒
品
巻
 
十
の
下
の
 
 
 

爾
時
盧
舎
那
仏
、
 
為
 二
化
大
衆
 
ハ
略
開
 
二
百
千
恒
河
沙
 

不
 同
説
法
門
中
心
地
 
円
如
 二
毛
頭
許
り
 

と
あ
る
も
の
の
抄
録
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
間
に
対
す
る
 

答
は
、
 
空
も
自
も
そ
の
名
を
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
 

他
 0
 間
答
の
形
式
か
ら
し
 

て
、
 間
に
続
く
前
半
が
空
、
後
半
が
自
の
答
と
み
て
い
 

い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
空
は
 

、
コ
 
菩
薩
戒
 
経
 L
 の
 引
文
が
 
仏
性
の
否
定
に
 

つ
な
が
り
、
法
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
否
定
 

的
担
 え
方
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
白
の
方
は
、
毛
頭
 

と
い
う
の
は
単
な
る
 

審
 

愉
 に
す
ぎ
ず
、
仏
性
を
い
っ
て
も
法
を
危
う
く
す
る
も
 

の
で
は
な
い
と
い
う
肯
定
的
立
場
を
主
張
し
た
も
の
で
、
 

そ
こ
に
両
者
の
見
解
の
 



 
 

第
九
間
 は
 、
菩
提
淫
薬
と
い
う
悟
り
が
、
禅
に
よ
っ
て
 

体
得
さ
れ
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
菩
提
淫
薬
と
は
、
 

い
か
な
る
 
相
貝
 、
 す
 

な
わ
ち
す
が
た
か
た
ち
を
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
と
の
 

間
 で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
空
は
、
も
し
そ
れ
が
相
だ
と
す
 

る
な
ら
、
虚
空
と
同
じ
 

 
 

 
 

 
 

差
別
も
相
月
も
、
言
葉
も
説
明
も
入
り
込
め
な
い
も
の
、
 

こ
れ
が
菩
提
な
の
で
あ
り
、
こ
の
菩
提
の
体
の
無
相
で
 

あ
る
こ
と
が
淫
薬
な
の
 

で
あ
る
。
こ
の
菩
提
の
理
は
一
切
の
言
説
を
離
れ
た
も
 

の
で
あ
る
と
い
う
徹
底
し
た
相
自
の
否
定
、
言
説
の
否
定
 

に
 立
っ
て
い
る
点
に
両
 

者
の
相
異
が
み
ら
れ
る
。
 

第
十
間
 は
 、
真
実
の
中
に
妄
想
が
な
い
と
す
れ
ば
、
 

妄
 想
 は
ど
こ
か
ら
生
起
す
る
も
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

ぃ
 つ
 生
起
し
て
き
た
の
 

か
 、
と
い
う
妄
想
生
起
に
関
す
る
問
で
あ
る
。
空
は
 

、
そ
 の
間
の
ま
ま
に
真
中
に
妄
想
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
 

生
起
と
い
う
 ハ
タ
ラ
キ
 

に
よ
っ
て
起
る
の
で
あ
り
、
逆
に
な
い
と
す
れ
ば
、
妄
念
 

が
な
い
と
い
う
そ
の
こ
と
が
止
な
の
だ
、
と
い
う
妄
念
 

の
 有
無
相
対
の
立
場
に
 

立
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
自
は
、
真
中
に
あ
っ
て
心
を
 

亡
ず
る
こ
と
こ
そ
が
、
真
の
止
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
 

真
中
に
は
一
片
の
妄
念
 

の
 入
る
余
地
は
な
い
と
す
る
徹
底
し
た
立
場
に
立
っ
て
 

い
 6
 点
に
、
両
者
の
明
白
な
相
異
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
 

 
 

（
二
）
後
半
の
十
問
答
 

第
一
間
は
、
修
禅
と
解
脱
の
意
義
に
つ
い
て
の
間
で
あ
 

る
 。
空
が
、
修
禅
を
清
浄
、
解
脱
を
あ
ら
ゆ
る
 

色
 （
物
質
 
）
 か
，
 
り
の
離
脱
と
い
 

 
 

 
 

に
す
ぎ
ず
、
安
心
の
当
 

8
 

処
 
に
は
、
坐
禅
も
威
儀
も
一
切
が
具
足
す
る
の
で
あ
る
 

か
ら
、
特
に
坐
禅
の
み
を
強
調
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
 

う
 
解
答
を
な
し
、
安
心
 

(
 
紺
 

)
 

  

  

  

  



  

敦偉出 土 『 請三 和上替神策   ヨ
 
i
 
- 道』につも 

  
" て て

 

  

そ と 
第 れ い 
プ て こ う 

問 そ 教 
は が 学 

、 真 的 
禅 の な 
浅 漬 立 
と 浮 揚 
目 な に 
性 の 丘 
と だ っ 

は 、 の 

"  と 4c 
有 ぃ 対 
相 う し 

と 舷   
み 若 宮 

る 的 は 
か な   

元 元 応 
相 ， h.  浄 

と の と 
み 立 は 
る 湯 元 
か に 染 
" 立 と 

と ，つ い 
め て う 

問 い こ 

で る と 
あ 点 で 
る @C  " 

。 持 仏 

空 色 境 
は が 倶 

、 あ に 
こ る な 

ね 。 く 

を   
  @ 亡 @ 
つ 
な 
が 

の浄 

ず 
ら べ 
元 き 

相 も 
と の 

答 ・ が 
え、 な 

  
  

89 C6 あ ) 

う
よ
う
に
、
教
学
的
解
釈
に
止
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
 自
は
 、
 安
 禅
定
意
を
修
禅
、
 元
証
元
 得
を
解
脱
と
い
う
 よ
う
に
、
実
践
的
般
若
 

的
な
解
釈
を
な
す
点
に
相
異
が
み
ら
れ
る
。
 

第
二
間
は
、
不
二
法
門
が
禅
の
宗
 極
 で
あ
る
と
い
う
 前
 提
を
出
し
、
維
摩
は
こ
れ
を
至
妙
と
し
て
称
讃
し
て
い
る
 の
に
、
文
殊
 師
 刺
竿
 

は
こ
れ
を
真
実
を
造
り
出
す
も
の
と
し
て
い
な
い
と
い
，
 
っ
 点
を
指
摘
し
、
言
葉
と
沈
黙
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
 の
で
あ
る
。
空
は
 、
維
 

摩
の
黙
も
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
文
殊
 も
 言
葉
を
用
い
な
が
，
空
言
葉
を
離
れ
て
お
り
、
両
者
は
倶
 
に
 天
心
で
あ
る
。
従
っ
 

て
 法
門
は
不
二
て
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
立
場
 を
ふ
ま
え
た
上
で
、
法
門
の
不
二
を
説
い
て
い
る
の
に
 対
 し
、
 自
は
、
維
摩
も
文
 

殊
も
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
文
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
義
を
 論
じ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
す
べ
て
 足
 れ
を
至
妙
と
い
う
と
 し
て
、
即
今
そ
の
ま
ま
 

に
 両
者
に
絶
対
平
等
の
価
値
を
与
え
て
い
る
点
に
相
異
が
 あ
る
。
 

第
三
問
は
 、
 心
と
 境
 と
の
 工
 法
 は
 、
相
関
関
係
に
あ
る
 も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
障
を
着
る
と
は
い
わ
な
い
で
 、
 心
を
看
る
と
の
み
 

い
う
の
で
あ
る
か
、
と
の
間
で
あ
る
。
空
は
 、
 心
と
境
を
 立
て
た
上
で
、
そ
れ
が
不
離
の
関
係
に
あ
る
の
を
元
二
 と
し
、
そ
れ
を
元
金
 の
 

境
 と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
自
は
、
心
境
二
つ
な
が
，
 
ら
 亡
じ
た
立
場
に
立
っ
て
 、
 直
ち
に
そ
れ
を
寂
滅
と
す
る
 と
こ
ろ
に
両
者
の
相
異
 

が
み
ら
れ
る
。
 

第
四
間
 は
 、
仏
陀
の
語
義
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
 空
 は
 、
教
学
的
立
場
か
ら
 覚
 と
い
い
、
清
浄
を
義
と
す
る
と
 答
え
た
の
に
対
し
、
 

自
は
 、
帰
依
こ
そ
が
第
一
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
実
践
 的
な
 担
 え
方
を
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
 

第
五
間
 は
 、
浮
心
と
い
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
の
間
 で
あ
る
。
空
は
 、
 心
を
清
浄
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 境
 も
 倶
に
清
浄
と
な
る
 



第
十
間
 は
、
恵
 こ
そ
仏
の
母
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
 の
に
、
こ
れ
を
尊
重
し
な
い
で
、
先
に
禅
定
を
尊
重
す
る
 の
は
、
木
末
顛
倒
で
 

る
 点
は
、
後
者
の
立
場
と
溌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
 

注
 目
さ
れ
る
。
（
 

7
 
ノ
 

の
 「
頓
悟
 
要
門
 L
 奉
上
に
も
、
「
ミ
ロ
 

語
 道
断
、
 心
行
 処
滅
 」
の
義
を
問
い
、
言
を
絶
し
、
万
緑
倶
に
 

絶
 す
る
こ
と
を
も
っ
て
 
答
 と
し
て
い
 

 
 

  

「 空 い る も 答 の 

心 寂 第 う の 看 え 第 相 
浄 と 九 よ に な た 八 案 
即 い 問 う 対 い の 問 が   

み
ら
れ
る
。
 

は
 、
方
便
と
い
う
場
合
に
、
そ
の
主
体
は
定
で
あ
る
か
、
 恵
 で
あ
る
か
、
と
い
う
問
で
あ
る
。
空
は
、
智
恵
を
主
 休
 と
す
る
と
 

に
 対
し
、
自
は
、
方
便
と
は
智
恵
の
こ
と
で
、
方
便
も
智
 恵
も
す
べ
て
阪
の
名
に
す
ぎ
ず
、
心
が
看
な
け
れ
ば
、
 方
便
（
智
志
）
 

智
 恵
は
真
実
で
あ
る
か
ら
、
方
便
は
真
実
の
智
恵
と
い
，
 
っ
 こ
と
に
な
る
、
と
答
え
て
い
る
。
前
者
は
主
体
的
な
 智
 恵
を
立
て
 

し
 、
後
考
は
方
便
も
智
恵
も
仮
名
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
 真
 実
の
智
恵
で
あ
り
、
方
便
と
は
こ
の
仮
名
と
し
て
の
 智
 恵
 を
い
う
と
 

に
 、
智
恵
に
対
す
る
見
方
の
相
異
が
み
ら
れ
る
。
 

は
 、
「
言
語
道
断
、
心
行
 
処
滅
 」
と
い
う
こ
と
は
、
空
寂
 と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
の
問
で
あ
る
。
空
は
 、
 
心
浄
 な
る
を
 

う
と
い
い
、
自
は
、
名
目
も
相
貝
も
倶
に
 沢
 絶
し
き
っ
 た
と
こ
ろ
を
空
寂
 と
 名
づ
く
と
答
え
て
い
る
。
前
者
は
前
 半
 第
一
問
の
 

仏
土
 浄
 」
を
予
想
す
る
教
学
的
色
彩
が
み
ら
れ
る
が
、
 

後
 者
は
名
相
倶
に
絶
す
る
般
若
的
立
場
が
窺
わ
れ
る
。
 尚
 、
海
大
味
 慧
 

万
目
 は
 、
有
相
克
 相
 に
か
か
わ
ら
な
い
あ
り
方
こ
そ
 真
 

わ
た
ら
な
い
非
有
罪
元
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
 窺
 

は
、
 空
も
妄
想
も
倶
に
 捨
 離
し
た
の
が
着
心
だ
と
い
い
、
 

に
よ
る
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
妄
想
と
な
り
、
 天
 心
 に
 

第
セ
 問
は
 、
 先
の
第
三
問
の
看
心
と
も
関
連
し
て
、
 看
 

実
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
有
元
相
対
の
元
の
 

よ
る
と
す
れ
ば
、
空
に
執
着
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
 

わ
れ
る
。
 

自
は
、
 心
を
看
る
こ
と
も
な
く
、
空
を
観
ず
る
こ
と
も
 

心
と
い
う
場
合
に
、
有
心
に
よ
る
も
の
か
、
元
応
に
よ
る
 

、
と
の
間
で
あ
る
。
 
空
 

立
場
、
後
考
は
有
元
に
 

な
い
の
を
真
の
看
と
い
 

も
の
か
、
も
し
有
心
 

う
の
だ
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
妄
想
や
空
を
一
 
刊
提
 と
し
て
こ
れ
を
 捨
 す
る
立
場
と
、
着
心
 観
空
 を
用
 い
 な
い
般
若
的
な
立
場
と
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類
例
を
み
な
い
本
書
の
顕
著
な
特
色
と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 。
勿
論
こ
の
 空
 と
自
と
い
う
解
答
者
は
、
 
仮
 空
の
人
物
 で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
 

 
 

こ
の
面
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
 

㏄
 
(
 
7
)
 

次
に
 、
 間
に
対
す
る
答
で
あ
る
が
、
一
つ
の
間
に
対
し
 

て
 空
と
自
と
の
二
人
の
人
物
が
解
答
す
る
と
い
う
形
式
は
 

、
 他
に
は
ほ
と
ん
ど
 

て 引 立 あ の は   場 っ に な 

る を 上 
と 用   、ン （ ） 7 （ ） 6 ） （ 5 ） （ 4 （ ） 3 （ ） 2 （ⅠⅠ） 立 に ては 対し し 力 

み 語 で 
ら 旬 は 
れ に あ 

、 つ る 
従 い が 
っ て   

て の 前 
禅 閤 半   
策 答 十 
十 が 問 
道 中 啓 
は 心 と 

後半 あ 、 とね 

定 

く つ 十 
ま て 問 
で い 答 

十 た と   
          

す 対 け 
な し て 別浄 OO ! 一 一） 一 b に 覚   わ 一 - b 

関 の ち 篠 木 頁 ） 
参 

れ 
十 半 文 
問 は の 照 。 
答 禅 内 
が そ 容   
一 の を て言己 

Ⅴ ¥ ヒ， 
つ も 検 
の の 計 た の 

単 fe:  し 
位 関 て 序文、 ことが   
に す み 知日 
な る た ら 注 

れ 般 休 つ 問   
て 答 前 

のに 恵一 いる 0 先 

い か 半 
  」 す 後 

羅 
と二 Ⅰ よ @ ま 

る 中 で 蜜 い わ な 
こ % 、 は 多 う ち い 
と と @   新 前 と 

が な 典 経 た 者 い 
  つ め   な に う 



  

正
系
争
い
の
話
の
内
容
は
問
題
で
は
な
い
。
本
書
の
間
 

答
 作
者
が
 、
 明
ら
か
に
南
北
両
案
の
対
立
と
い
う
歴
史
的
 

背
景
を
意
識
し
て
、
 
空
 

に
よ
る
北
宗
系
の
主
張
と
、
自
に
よ
る
南
宗
系
の
主
張
を
 

、
同
一
問
題
に
対
す
る
答
の
型
で
列
記
し
、
両
者
の
立
 

場
の
相
異
を
示
そ
う
と
 

し
た
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
 

十
分
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
思
い
起
さ
れ
る
の
は
、
か
の
有
名
な
北
宗
祐
香
 と
 南
宗
慧
能
と
の
 心
偶
 に
よ
る
正
系
争
い
の
話
で
あ
る
。
 も
っ
と
も
、
北
宗
に
 

対
す
る
南
宗
の
対
立
は
、
六
祖
の
神
 秀
と
 慧
能
自
身
に
 始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
南
宗
系
の
神
会
が
、
北
宗
系
の
 普
寂
に
 対
す
る
 セ
 祖
の
 

 
 

で
は
、
相
互
推
譲
と
い
う
極
め
て
友
好
的
共
存
関
係
に
 あ
っ
た
神
寿
 と
 慧
能
が
 、
 

敦
偉
木
 「
六
祖
壇
経
口
に
至
っ
て
極
め
て
対
立
的
な
関
 
係
 に
一
変
し
、
そ
の
対
立
関
係
を
示
す
典
型
と
し
て
、
 心
 褐
 に
よ
る
両
者
の
正
系
 

争
い
と
い
う
型
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
 こ
 の
心
 偶
に
よ
る
正
系
争
い
の
話
は
 、
 恐
ら
く
コ
室
 林
伝
 目
 に
承
け
継
が
れ
て
か
 

（
 
2
 ）
 

ら
 、
 司
 祖
堂
集
目
や
宜
 ゑ
 穂
佳
 燈
 銀
ヒ
等
の
後
続
の
燈
 史
 の
 慧
能
仁
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
て
い
る
が
 、
今
は
、
 心
偶
 に
よ
る
 

そ
こ
で
、
い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
本
書
が
作
ら
れ
 

の
 答
 と
自
の
答
が
、
ど
の
よ
う
に
相
違
し
て
い
る
か
、
 

っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
 

既
に
内
容
の
考
察
に
お
い
て
み
た
通
り
、
前
者
の
空
 

者
の
目
の
答
に
は
、
実
践
的
、
絶
対
的
、
般
若
主
義
的
 

も
 異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
 一
 つ
の
間
に
対
し
て
、
 
空
 

お
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
書
作
成
の
意
 

力
 

図
を
解
明
す
る
 
鍵
 と
い
 

の
 答
に
は
、
教
学
的
、
相
対
的
、
修
定
主
義
的
立
場
が
み
 

ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
 

立
場
が
顕
著
で
あ
り
、
両
者
の
見
解
が
ま
っ
た
く
対
照
 

的
で
あ
る
こ
と
は
。
何
人
 

こ
の
問
答
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
な
い
わ
け
で
、
 

明
 ら
か
に
意
図
的
に
作
ら
れ
た
問
答
で
あ
る
こ
と
は
、
 い
 う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
 

㌍
 
)
 

 
 

あ
る
。
 

で
あ
 ゲ
、
 特
に
空
と
か
 自
 と
か
い
 う
 名
前
に
特
別
の
意
味
 が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
解
答
者
が
仮
 空
 0
 人
物
で
あ
る
以
上
、
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武
藤
一
雄
 
著
 

「
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
」
 

創
 支
社
 二
 
0
 二
 頁
 

昭
和
 
杓
年
 

金
子
晴
男
 

 
 

 
 

に
 出
版
さ
れ
た
市
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
 

間
 b
 に
続
く
論
文
集
 

で
あ
り
、
 

「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
の
立
場
に
立
つ
思
想
は
今
回
も
変
ら
ず
 

展
開
し
て
 

い
る
が
、
無
神
論
・
世
俗
化
・
 

ヰ
 
ヒ
リ
ズ
ム
等
の
い
っ
そ
う
 

深
 ま
り
ゆ
く
 

現
代
の
思
想
状
況
を
積
極
的
に
受
け
と
め
な
が
ら
、
宗
教
哲
学
 

の
 新
し
い
 

可
能
性
を
探
発
し
て
ゆ
く
き
わ
め
て
真
摯
な
努
力
が
続
け
ら
れ
 

て
い
る
。
 

っ
 
そ
う
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。
 

本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
は
「
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
」
、
 

「
キ
リ
 

ス
ト
 
教
 と
無
の
思
想
」
、
「
使
徒
パ
ウ
ロ
の
回
心
と
そ
れ
を
め
Ⅱ
 

ぐ
 る
 諸
問
 

題
 」
、
「
使
徒
バ
ウ
 

ロ
 の
思
想
と
信
仰
」
、
「
宗
教
に
お
け
る
 

八
 内
在
的
 
超
 

越
 V
 と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
、
「
解
釈
学
的
原
理
と
し
て
の
 

八
 中
 V
 に
つ
 

謡
 い
て
 八
 非
神
話
化
 

V
 論
と
関
連
し
て
ー
 

1
 」
の
大
篇
 

で
あ
る
。
著
者
 

の
 思
想
の
あ
ら
ま
し
の
傾
向
は
第
一
論
文
に
現
わ
れ
て
い
る
と
 

思
わ
れ
る
 

の
で
、
そ
の
主
要
点
を
ま
ず
要
約
し
、
そ
れ
が
続
く
論
文
の
中
 

で
い
か
に
 

書
 詳
述
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
か
ら
、
筆
者
の
私
見
を
 

も
て
き
る
な
ら
 

宙
評
 

ば
 加
え
る
べ
く
試
み
て
み
た
い
。
 

弁
証
法
神
学
な
い
し
は
バ
ル
ト
神
学
以
後
宗
教
哲
学
へ
の
関
心
 が
 後
退
 

し
た
の
は
「
宗
教
主
義
」
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
「
歴
史
主
義
 」
に
対
す
 

る
 リ
ア
ク
シ
Ⅰ
 
ン
に
 由
来
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
プ
ロ
 テ
ス
タ
ン
 

ト
 神
学
か
ら
由
来
す
る
正
当
性
と
同
時
に
行
き
す
ぎ
の
問
題
が
 考
え
ら
れ
 

る
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
現
代
の
神
学
的
状
況
は
宗
教
 主
義
に
立
 

っ
 宗
教
哲
学
と
弁
証
法
神
学
の
宗
教
主
義
批
判
と
の
二
者
か
ら
 再
検
討
さ
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
両
者
は
キ
ル
ケ
 
ゴ
 一
ル
 
の
 
「
宗
教
性
 

A
 」
と
「
宗
教
性
 B
 し
と
の
関
係
に
類
比
さ
せ
ら
れ
て
、
 

A
 と
 A
 を
否
定
 

的
に
突
破
す
る
 B
 と
の
関
連
が
問
題
と
し
て
設
定
さ
れ
、
 

A
 と
 B
 と
の
 間
 

に
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
・
「
内
的
有
機
的
 

な
 結
び
つ
 

き
 」
が
探
究
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
 

B
 を
 A
 に
還
元
す
る
か
或
は
 根
拠
づ
け
 

る
 十
九
世
紀
的
宗
教
哲
学
の
伝
統
が
「
哲
学
的
宗
教
哲
学
」
で
 あ
る
の
に
 

対
し
、
 B
 が
あ
く
ま
で
 B
 で
あ
り
な
が
ら
 A
 と
の
間
に
結
び
っ
 き
を
求
め
 

る
の
は
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
で
あ
り
、
著
者
自
身
も
こ
の
 丘
 場
 に
立
っ
 

て
い
る
。
パ
ル
ト
神
学
を
経
過
し
、
 

ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 の
無
神
論
、
 

ヰ
 ヒ
リ
ズ
 

ム
 、
世
俗
化
、
「
神
の
死
の
神
学
」
が
ム
ロ
 
顕
 し
て
い
る
現
在
、
 

B
 を
還
元
 

し
て
行
く
べ
き
 A
 が
見
失
な
わ
れ
、
疑
わ
し
く
な
っ
て
い
る
。
 ブ
し
ケ
 

し
に
古
ホ
 

教
 哲
学
の
ア
ポ
リ
ア
が
あ
り
、
そ
れ
を
疑
問
符
を
付
し
た
ま
ま
 で
 追
究
 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
と
説
か
れ
て
い
る
。
 

 
 

こ
の
よ
う
な
新
し
い
宗
教
哲
学
の
可
能
性
を
著
者
は
以
下
三
 つ
 の
 途
で
㈱
 

息
 い
だ
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
 

Ⅲ
神
学
と
哲
学
と
の
間
に
テ
イ
リ
ッ
ヒ
が
試
み
た
よ
う
に
 
対
 諾
約
 関
 
9
 

  



  

  

係
を
立
て
る
こ
と
。
そ
の
際
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
哲
学
を
徹
底
的
 に
 媒
介
し
 

た
 哲
学
で
あ
る
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
の
哲
学
と
神
学
と
の
折
衝
の
必
 無
性
を
著
 

者
は
力
説
す
る
。
著
者
は
ハ
イ
デ
，
 力
一
 と
の
会
話
の
中
か
ら
 、
哲
学
と
 

神
学
の
異
質
性
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
強
調
し
、
両
者
の
折
衷
を
 斥
け
な
が
 

ら
も
、
彼
の
哲
学
が
神
学
の
自
己
反
省
と
そ
の
在
所
を
照
ら
し
 得
る
で
あ
 

ろ
う
と
語
っ
た
点
に
注
目
し
、
近
代
の
形
而
上
学
と
内
的
に
結
 び
つ
い
て
 

い
た
「
宗
教
主
義
」
や
「
人
間
の
宗
教
性
」
を
説
く
立
場
に
対
 す
る
批
判
 

の
 正
当
性
を
主
張
す
る
。
な
お
、
ハ
イ
デ
ッ
 カ
 一
の
哲
学
の
影
 響
を
受
け
 

て
い
る
プ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
が
検
討
さ
れ
、
そ
の
「
非
神
話
化
 」
が
「
 非
 

神
秘
化
」
を
帰
結
す
る
の
に
対
し
、
著
者
は
信
仰
神
秘
主
義
に
 よ
り
 非
神
 

話
 化
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
真
の
蹟
き
に
当
面
せ
し
め
る
 遣
る
 キ
 リ
 

ス
ト
に
あ
る
人
格
的
生
の
共
同
と
知
性
の
死
 ｜
 復
活
に
お
い
て
 、
つ
ま
り
 

交
わ
り
の
神
秘
主
義
の
中
に
求
め
て
い
る
。
 

㈲
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
宗
教
、
た
と
え
ば
仏
教
と
の
出
会
い
は
 
人
格
的
 

浬
遁
に
 類
比
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
 以
外
の
諸
 

宗
教
を
一
般
宗
教
史
の
中
に
編
入
し
、
宗
教
性
 A
 の
表
現
 と
見
 る
 以
前
の
 

考
え
方
か
ら
転
じ
て
、
た
と
え
ば
仏
教
を
宗
教
性
 B
 と
し
て
 B
 な
る
キ
 リ
 

ス
ト
 教
 と
の
間
に
「
 汝
 」
関
係
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
は
い
 。
そ
こ
に
 

は
 実
証
的
観
察
や
思
弁
的
考
察
が
介
入
し
な
い
で
、
 我
 １
枚
 関
 係
 に
類
比
 

す
る
実
存
的
交
わ
り
の
場
が
新
し
い
宗
教
哲
学
の
可
能
な
場
で
 あ
る
。
 し
 

か
も
仏
教
は
日
本
の
精
神
的
風
土
に
土
着
化
し
た
宗
教
で
あ
り
 、
か
つ
 ヰ
 

ヒ
リ
ズ
ム
を
超
克
し
た
「
 空
 」
の
原
理
に
立
つ
無
神
論
的
宗
教
 で
あ
る
 特
 

質
 が
指
摘
さ
れ
、
両
者
の
対
話
を
通
し
て
、
い
よ
い
よ
そ
れ
 自
 身
 と
な
る
 

方
向
と
同
時
に
 、
 「
そ
こ
」
 軌
 ㍉
を
通
し
て
疑
問
に
化
し
て
い
 る
そ
 「
 こ 」
 

A
 
（
 
辛
 ・
）
へ
、
つ
ま
り
「
 
そ
 仁
か
ら
出
て
そ
こ
へ
 し
 と
そ
の
 根
 
 
 

と
波
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
発
見
の
方
向
と
が
目
ざ
 さ
れ
て
い
 

る
 。
か
く
て
探
究
の
対
象
で
あ
る
宗
教
性
 A
 は
も
は
や
人
聞
の
 普
遍
的
 宗
魑
 

 
 

放
心
で
は
な
く
、
「
無
い
こ
と
に
お
い
て
有
る
と
い
う
よ
う
な
 性
格
」
を
 

も
ち
、
「
消
極
的
な
入
電
 め
 V
 （
い
の
す
（
（
）
と
し
て
の
宗
教
心
」
 

の
中
に
 、
 

つ
ま
り
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
 的
 「
不
安
な
 心
 」
の
中
に
求
め
ら
 れ
る
。
 そ
 

こ
に
は
「
自
然
的
素
質
」
の
否
定
と
し
て
の
自
然
的
素
質
が
存
 在
す
る
と
 

著
者
は
主
張
し
て
い
る
。
 

㈲
以
上
の
観
点
に
立
っ
て
著
者
は
使
徒
パ
ウ
ロ
の
神
学
の
特
 
質
 を
問
 

題
 に
す
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
 ソ
ツ
 l
 も
い
う
よ
う
に
パ
ウ
ロ
は
神
 学
者
で
あ
 

る
 以
前
に
思
索
者
で
あ
り
、
神
秘
家
で
あ
る
。
そ
こ
に
キ
 リ
ス
 ト
 教
の
 B
 

的
な
も
の
に
徹
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
る
 A
 的
な
も
の
に
つ
 な
が
る
も
 

の
が
認
識
さ
れ
う
る
。
そ
の
際
、
宗
教
史
学
派
の
人
々
が
か
っ
 て
し
た
よ
 

う
に
パ
ウ
ロ
の
 へ
 レ
ニ
ズ
ム
 的
 起
源
を
重
視
す
る
の
は
 B
 を
 A
 に
 還
元
す
 

る
 古
き
宗
教
哲
学
の
見
地
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
を
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
、
 B
 的
 性
格
を
 

も
ち
な
が
ら
そ
れ
を
 超
 出
し
て
 A
 的
な
も
の
に
つ
な
が
っ
て
 い
 ろ
 と
こ
ろ
 

に
 宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
を
求
め
る
一
つ
の
手
が
か
り
を
 見
 け
だ
し
 

て
い
る
。
 

第
二
論
文
「
キ
リ
ス
ト
教
と
無
の
思
想
」
は
日
本
に
お
け
る
「
 キ
リ
ス
 

ト
 教
の
上
着
化
」
の
問
題
を
契
機
に
西
洋
的
な
世
界
宗
教
と
し
 て
の
 キ
 リ
 

ス
ト
 教
 と
東
洋
的
世
界
宗
教
と
し
て
の
仏
教
、
な
か
で
も
 禅
と
 棺
 触
れ
る
 

う
 点
を
追
究
し
な
が
ら
、
両
者
の
栢
容
れ
な
い
相
違
点
を
も
 明
 ら
か
に
し
 

よ
う
と
試
み
、
「
 
無
 」
の
理
解
を
手
が
か
り
に
考
察
し
て
い
る
 。
と
の
 論
 

  
てお 



  

  

  

か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
 

無
 」
の
理
解
に
立
っ
て
仏
教
的
と
く
 

に
禅
 的
な
 

無
の
思
想
と
の
対
比
が
な
さ
れ
る
。
両
者
の
根
底
に
「
 

実
 定
的
 

諸
宗
教
を
 

評
底
 に
超
え
た
人
間
の
根
源
的
宗
 

親
性
 」
が
追
求
さ
れ
、
 

人
 間
 存
在
に
必
然
 

的
に
絡
ま
る
虚
無
性
の
止
揚
、
つ
ま
り
 

臣
 ヒ
リ
ズ
ム
の
徹
底
 

即
 止
揚
が
両
 

 
 

真
の
対
話
が
成
そ
の
よ
う
な
 

丈
 に
反
復
し
て
現
わ
れ
る
基
本
的
命
題
は
「
 耳
 ヒ
リ
ズ
ム
の
 
徹
 底
即
 止
揚
」
 

で
あ
り
、
 
こ
 の
命
題
が
著
者
の
宗
教
哲
学
の
第
一
原
理
と
し
て
 確
立
し
得
 

る
と
す
る
な
ら
 ぱ
 、
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
は
現
実
性
に
 転
化
す
る
 

で
あ
ろ
う
。
こ
の
重
要
な
命
題
は
テ
ィ
 リ
ッ
ケ
 の
い
う
最
後
の
 
イ
ズ
ム
 と
 

し
て
の
 
ヰ
 ヒ
リ
ズ
ム
、
つ
ま
り
イ
ズ
ム
か
な
い
（
 コ
 @
 
才
 @
@
@
 

ず
ヨ
）
 イ
ズ
ム
 と
 

い
う
自
家
撞
着
に
よ
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
イ
ズ
ム
が
ま
さ
 に
 止
揚
 さ
 

る
べ
き
イ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
導
き
だ
さ
れ
て
い
 る
 。
こ
の
 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
徹
底
 
即
 止
揚
こ
そ
 ヰ
 ヒ
リ
ズ
ム
を
媒
介
と
し
た
 コ
尚
 次
の
 

リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
し
て
宗
教
の
立
場
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
 も
の
で
あ
 

る
 。
そ
の
際
、
 
ヰ
 ヒ
リ
ズ
ム
の
哲
学
を
徹
底
的
に
媒
介
と
し
た
 ハ
イ
デ
ッ
 

ガ
｜
 哲
学
の
「
 無
 」
が
バ
ル
ト
の
「
虚
無
的
な
も
の
し
の
消
極
 
性
 に
対
 

し
 、
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
無
の
否
定
す
 る
 働
き
は
 

無
の
背
後
に
「
存
在
し
を
開
示
し
、
「
 無 」
に
徹
す
る
こ
と
と
 
「
 十
仔
 
位
」
 

4
 

へ
の
離
脱
が
本
来
一
つ
で
あ
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
徹
底
が
そ
の
 ま
ま
の
 
上
 

揚
 に
っ
な
が
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
 無
 」
の
理
解
は
 キ
 リ
ス
ト
 教
 

の
そ
れ
と
異
質
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
ル
タ
ー
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 、
さ
ら
に
 

パ
ウ
百
 な
ら
び
に
新
約
聖
書
の
倫
理
の
検
討
に
よ
っ
て
 、
 無
の
 消
極
的
 契
 

機
 と
積
極
的
契
機
の
間
に
成
り
立
つ
弁
証
法
が
信
仰
の
核
心
で
 あ
る
と
 説
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と
 説
か
れ
て
い
る
。
 

第
五
論
文
「
宗
教
に
お
け
る
心
内
在
的
超
越
 

V
 と
い
う
こ
と
 

に
つ
い
 

て
し
て
は
西
田
幾
多
郎
の
晩
年
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
 

的
 世
界
 

観
 」
の
中
の
言
葉
「
私
は
将
来
の
宗
教
と
し
て
は
、
超
越
的
 

内
 在
 よ
り
 
内
 

狂
的
超
越
の
方
向
と
考
へ
る
も
の
て
あ
る
」
を
手
が
か
り
と
し
 

て
ら
下
散
 

哲
 

学
の
方
法
 

か
 検
討
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
ど
こ
ま
 

て
も
内
在
 

的
に
忠
実
な
立
場
は
神
学
的
と
呼
は
れ
、
そ
れ
に
終
始
す
る
 

「
神
学
 

生
 

議
 し
は
バ
ル
ト
神
学
に
見
出
さ
れ
る
。
と
れ
に
対
し
、
内
在
的
 

超
越
の
立
 

場
は
 
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
徹
底
的
に
内
在
的
に
な
る
こ
と
に
よ
 

っ
て
 
、
そ
 

れ
を
超
え
る
世
界
に
出
て
立
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
 

栢
 互
 理
解
が
 

 
 

が
 
り
な
が
 

教
に
お
 

け
る
内
在
的
超
越
は
「
自
然
法
爾
的
に
 

、
 我
々
は
神
な
き
所
に
 

真
の
神
を
 

見
る
の
て
あ
る
し
（
西
田
）
と
あ
る
よ
う
に
、
神
に
見
捨
て
う
 

ね
 た
か
の
 

ご
と
き
世
界
か
、
そ
の
神
否
定
の
極
に
お
い
て
 

逆
 対
応
的
に
神
 

に
 接
す
る
 

こ
と
て
あ
り
、
世
界
と
等
根
源
的
人
問
か
自
己
の
有
限
性
に
徹
 

す
る
こ
 

と
 、
つ
ま
り
死
に
よ
っ
て
 

逆
 対
応
的
に
神
に
接
す
る
こ
と
に
ほ
 

か
な
ら
な
 

い
 。
こ
の
「
内
在
的
超
越
」
は
ル
タ
一
の
神
観
、
「
隠
さ
れ
た
 

神
 」
の
 
思
 

想
の
中
に
も
見
ら
れ
る
と
著
者
は
主
張
す
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
「
 

隠
れ
た
る
 

ら
 、
そ
の
関
係
を
も
超
え
る
終
末
論
的
「
 

神
 自
身
」
の
 

秘
 義
を
 
表
 わ
し
て
 

い
る
。
隠
れ
た
る
神
と
い
う
自
然
神
学
的
、
形
而
上
学
的
規
定
 

は
 啓
示
さ
 

れ
た
神
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
上
掲
さ
れ
た
も
の
て
あ
っ
て
 

、
し
 
か
も
そ
れ
 

を
 「
内
に
超
え
る
」
も
の
と
し
て
、
深
く
哲
学
的
 

思
 推
の
立
場
 

と
 結
ひ
つ
 

い
て
い
る
。
こ
の
ル
タ
ー
解
釈
は
著
者
の
宗
教
哲
学
的
方
法
に
 

よ
っ
て
 
明
 

 
 

確
に
さ
れ
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
 と
 思
う
り
 

 
 

こ
の
よ
う
な
「
内
在
的
超
越
し
と
は
単
に
超
越
的
て
も
単
に
内
 在
 的
で
も
 

な
い
。
「
宗
教
に
お
け
る
入
内
在
的
超
越
 
V
 の
方
向
は
 、
 実
は
 、
 

 
 

的
な
る
 神
 て
は
な
く
て
、
超
越
的
な
る
 神
か
 、
世
界
と
人
問
と
 に
 徹
底
的
 

に
 内
在
的
で
あ
る
こ
と
を
と
お
し
て
真
に
超
越
的
で
あ
る
こ
と
 
に
よ
っ
 

て
 、
必
然
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
方
向
と
な
る
の
て
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
 

い
 」
（
一
四
九
頁
）
と
著
者
は
語
っ
て
、
「
内
在
的
超
越
」
は
「
 
超
越
的
 内
 

在
 」
な
る
神
の
わ
ざ
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
を
も
指
摘
し
 て
い
る
。
 

最
後
の
第
六
論
文
「
解
釈
学
的
原
理
と
し
て
の
八
十
 V
 に
つ
い
 て
 」
は
 

副
題
に
「
非
神
話
化
論
と
関
連
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
 
フ
 ル
 ト
マ
 ソ
 の
 

「
非
神
話
化
」
論
を
め
ぐ
っ
て
新
約
聖
書
の
「
実
存
論
的
解
釈
」
 を
 考
察
 

し
 、
一
方
に
お
い
て
新
約
聖
書
の
神
話
論
の
必
然
性
を
見
、
他
 面
 に
お
い
 

て
 プ
ル
ト
マ
 ソ
 の
非
神
話
化
論
の
不
徹
底
性
を
批
判
し
、
こ
の
 二
重
の
必
 

然
 性
を
逆
説
的
に
綜
合
す
る
「
弁
証
法
的
申
し
を
説
い
て
い
る
 

「
プ
ル
 

ト
マ
ン
の
 八
 非
神
話
化
 V
 論
の
問
題
性
は
、
 八
 新
約
聖
書
的
 神
 秘
 主
義
 V
 

に
 対
す
る
真
に
透
徹
し
た
理
解
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
 八
 非
神
話
 

化
 V
 が
期
せ
ず
し
て
Ⅵ
非
神
秘
化
 V
 を
帰
結
し
て
い
る
点
に
あ
 る
の
で
は
 

な
か
ろ
う
か
」
と
著
者
は
問
い
、
新
約
聖
書
の
解
釈
学
の
目
 さ
 す
 「
中
心
 

的
な
事
柄
し
が
解
釈
学
的
原
理
と
し
て
の
「
 中
 」
と
い
う
観
点
 か
ら
解
明
 

さ
れ
う
る
こ
と
を
様
々
な
側
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。
こ
の
「
 中
 ヒ
の
 原
理
 

は
 「
救
済
史
の
神
学
」
（
バ
ル
ト
、
ク
ル
マ
ン
）
と
「
救
済
の
 出
来
事
の
 

神
学
」
（
プ
ル
ト
マ
ン
）
の
対
立
を
止
揚
す
る
も
の
で
あ
り
、
 黙
示
終
末
 

観
 内
神
話
論
の
必
然
性
と
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
 非
神
 話
 化
の
必
 

無
性
と
を
共
に
踏
ま
え
、
そ
こ
に
横
た
わ
る
デ
ィ
レ
ン
マ
を
 打
 聞
 し
突
破
 



す
る
「
弁
証
法
的
中
」
道
に
止
揚
の
場
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
 

こ
 の
 弁
証
法
 

的
中
の
立
場
は
普
遍
的
哲
学
的
解
釈
学
と
そ
の
特
殊
的
限
定
と
 

し
て
の
 

聖
 

典
 解
釈
学
の
関
係
の
中
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
 

「
 
中
 」
は
解
釈
者
の
徳
と
し
て
の
「
中
正
」
で
あ
り
、
中
正
を
 

尊
ぶ
 
、
心
 

は
 パ
ウ
ロ
の
い
う
「
確
か
な
 

心
 」
に
当
た
る
。
こ
び
「
 

中
 」
は
 
同
時
に
神
 

 
 

る
が
、
 
界
が
世
 
絶
え
ず
 

神
と
世
界
の
間
に
立
っ
て
「
事
柄
し
に
「
的
中
」
す
る
も
の
で
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
こ
の
間
主
体
的
な
「
 

中
 」
は
世
界
経
験
を
媒
介
 

と
 し
た
実
存
 

論
 的
解
釈
を
導
き
、
聖
書
の
著
者
自
身
の
理
解
の
地
平
を
超
え
 

た
 新
し
い
 

解
釈
学
的
地
平
を
開
く
。
「
 

成
 す
意
味
で
は
、
真
の
目
 

己
 理
解
 
は
 、
自
己
 

が
そ
こ
に
於
て
あ
る
世
界
自
身
の
自
己
を
と
お
し
て
の
自
覚
で
 

あ
る
と
い
 

世
界
す
る
世
界
と
し
て
、
、
不
断
に
新
し
い
解
釈
学
的
地
平
を
開
 

き
つ
つ
あ
 

界
の
 
「
 
掩
 い
て
あ
る
場
所
」
と
し
て
の
世
界
は
、
現
実
の
世
界
 

に
と
っ
て
 

終
末
論
的
未
到
性
を
も
っ
た
「
隠
さ
れ
た
世
界
」
で
あ
り
、
 

わ
 れ
わ
れ
は
 

そ
こ
へ
の
「
途
中
」
に
あ
る
が
、
深
く
そ
の
世
界
に
参
徹
す
る
 

以
上
が
本
書
の
私
な
り
の
要
約
で
あ
る
が
、
扱
わ
れ
て
い
る
 

豊
 

道
を
 
「
 
信
 

か
な
 
内
 

仰
 神
秘
主
義
」
に
お
い
て
把
握
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

容
 と
深
い
思
想
を
十
分
に
紹
介
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
き
め
 

ぬ
 て
 遺
憾
で
 

評
 あ
る
。
著
者
が
語
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
説
得
力
 

が
あ
り
、
現
在
 

の
 私
に
は
批
評
が
ま
し
い
こ
と
を
語
る
能
力
を
も
っ
て
い
な
い
 

こ
と
を
 

痛
 

 
 

て
 
共
通
の
問
題
「
 

無
 と
し
て
の
 

意
識
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
か
く
も
 
明
解
に
論
 

究
 し
て
い
る
こ
と
に
本
書
の
現
代
的
意
義
が
あ
る
。
ま
た
、
 こ
 の
 ・
点
で
著
 

者
 自
身
も
前
の
著
作
よ
り
も
前
進
し
て
お
ら
れ
る
よ
 う
 に
感
じ
 
ら
れ
る
。
 

さ
ら
に
、
「
 
ヰ
 ヒ
リ
ズ
ム
の
徹
底
 即
 止
揚
」
と
い
う
命
題
は
 ハ
 イ
デ
ッ
 カ
 

１
 0
 哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
的
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
思
想
さ
ら
 に
 禅
の
思
 

想
 等
か
ら
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
内
在
的
超
越
」
 や
プ
 
ル
ト
マ
ン
 

批
判
に
も
現
わ
れ
て
い
た
著
者
の
基
本
的
思
惟
に
属
し
て
い
る
 
も
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
命
題
は
同
時
に
純
粋
な
宗
教
的
生
の
現
成
を
も
同
時
 に
 語
っ
て
 

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
哲
学
の
単
な
る
可
能
性
に
と
ど
ま
 ら
ず
、
 
そ
 

の
 現
実
性
を
も
導
き
だ
す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

本
書
は
西
田
哲
学
の
伝
統
を
尊
重
し
、
仏
教
と
の
対
話
を
と
お
 
し
 キ
リ
 

ス
ト
教
の
真
理
を
解
明
し
、
そ
こ
か
ら
宗
教
哲
学
の
可
能
性
を
 ぁ
 而
究
 し
て
 

い
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
著
者
の
「
 生
 活
 の
 座
 」
 

に
 立
つ
思
想
の
結
実
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
本
書
 

で
は
宗
教
 

哲
学
に
お
け
る
固
有
の
論
理
を
把
握
す
る
こ
と
が
主
に
目
ざ
さ
 ね
 、
宗
教
 

的
 生
命
を
そ
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
 実
存
弁
証
 

法
的
論
理
性
が
前
面
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
 し

こ
の
 弘
珊
 

理
性
が
意
見
の
密
林
を
突
破
し
て
、
具
体
的
生
活
の
場
で
そ
の
 都
度
生
起
 

す
る
宗
教
現
象
を
叙
述
す
る
こ
と
の
中
に
語
ら
れ
る
な
ら
 ぱ
、
 
い
っ
そ
う
 

理
解
し
易
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
感
じ
た
。
 

二
九
七
四
・
七
・
一
 0
 ）
 

 
 

(
 
㏄
 

5
 

 
  

 



 
 

  

 
 

  

  

  
  
    
  
l 泊             

0
 現
下
金
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
 

0
 日
 （
金
）
一
八
時
 

一
 、
国
際
宗
教
学
宗
教
史
学
会
（
 

I
A
H
R
 ）
に
つ
い
て
 

古
野
清
人
氏
を
国
費
派
遣
代
表
に
推
薦
し
た
。
 

一
 、
宗
教
史
研
究
連
絡
委
員
会
に
植
田
重
雄
氏
を
故
 

堀
 一
郎
氏
 
の
後
任
 

 
 

一
 、
九
学
会
連
合
会
の
沖
縄
研
究
調
査
結
果
刊
行
の
た
め
文
部
 

当
科
学
 

  

0
 常
務
理
手
金
昭
和
五
 
0
 年
三
月
二
四
日
（
月
）
一
五
時
三
 

O
 分
 

一
 小
口
健
一
氏
を
選
挙
管
理
委
員
長
に
互
選
し
た
。
 

0
 新
入
会
員
紹
介
 

井
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市
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研
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一
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大
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共
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授
 

菊
 厳
明
道
福
知
山
市
 字
 呉
服
 セ
セ
 京
都
短
期
大
学
助
教
 

授
 

久
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市
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一
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｜
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大
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熊
谷
信
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寺
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｜
三
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大
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学
院
 

栗
山
一
直
方
市
古
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竜
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大
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大
学
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'Semeia-Quelleu im Johannesevangelium 

-Eine formgeschichtliche Forschung-- 

Takashi ONUKI 

In der Geschichte der urchristlichen Wundertradition sind seit langem bestimmte 

Regeln erkannt, die ihren Formwandel beherrschen. Wendet man sie nun vor allem 

auf die Tradition von Heilungswundergeschichten an, kann man ihren " Archetypus " , 
und "Idealtypus" konstruktiv herausarbeiten. An diesen zwei Idealtypen kann man 

die vor uns liegenden Heilungswundergeschichten messen. Diejenigen, die dabei 

dem " Archetypus " verhilltnisd413ig nahekommen, sind noch nicht verchristlicht 

worden, und tragen keine innergemeindliche Funktion. In ihnen, die zur gltesten 

Traditionsschicht von Heilungswundergeschichten geh6ren tniissen, verrilt sich eher 

eine sozial bedingte   off nun^ der Tradenten, nQiherhin eine Heimkehr- oder Reha- 

bilitationshoffnung. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben die Tradenten zu einer 

von der bestehenden Gesellschaft rituell ausgeschlossenen Sozialschicht gehikt. 

Im Laufe der Zeit sind diese altesten Heilungswundergeschichten mit anderen 

Wundergeschichten zusammen verchristlicht und ihnen bestimmte Funktionen in der 

Gemeinde verliehen worden. Ihren neuen "Sitzen im Leben" von Predigt und 

Apologetik entspricht nun ihre neue Form : " Apophthegmatische Wundergeschichte ". 
Das besagt-inhaltlich auch eine Andherung an das der Sozialschicht der Warider  

und Rabbiner eigentiimliche Wunderverstiindnis: Wunder (Naturwunder) sei ein 

kosmischer Giiltigkeitsbeweis des " GIaubens ". Auf der anderen Seite wurde die 

Entwicklung der urchristlichen Wundertradition iiberhaupt in die Richtung nach dern 

"Idealtypus" hauptdchlich durch ihre andere neue Funktion, nllmlich durch die 

Mission getrieben. 

Der Redaktor der " Semeia-Quelle " hat seine Wundergeschichten aus der Innen- 

und AuBenseite der urchristlichen Gemeinden ausgewiihlt. Er hat sie theologisch 

unter die einheitliche christologische Idee von Jesus Chriatus als Gottessohn syste- 

matisiert, und in ihrer Form dem "Idealtypus" angeniihert, um sie damit far die 

Mission fungieren zu lassen. 



Die Struktur des "Reich Gottes" bei 
Christoph Blumhardt 

-Sodale Motivierung seines Gedankens- 

Shinji KANAI 

Deutscher Pfarrer Christoph F. Blumhardt (1842-1919) ist bekannt als einer, 

der tiefen EinfluB auf die sogenannte Dialektische Theloogie d. h. auf den jungen 

K. Barth ausgeGbt hat, und zugleich als ein Vorllufer des schweizerischen Religi6sen 

Sozialismus. Er ist 1900 als Abgeordneter der sozialdemokratischen Partei in die 

, Politik getreten. Darum versuchte ich hier, seinen Reich-Gottes-Gedanken in dieser 

Periode (1896-1900) als die ihn so zur Politik leitende Struktur von Motiven zu 

analysreien. 

Seine Ethik der Nachfolge Jesu besteht aus charakteristischer Inkarnationsethik, 

die durch " Wahrer Mensch "-Christologie durchgedrungeq ist. Die Inkarnationsethik 

trachtet darnach, daI3 ein einzelner Mensch zu einem kleinen Jesu werde, damit das 

Gottes Reich als gesellschaftliche Realitlt in der Welt inkarniere. 

Die irdische Erfiillung des Reiches Gottes ist auch die vollkommene Wiederher- 

stellung der urzeitlichen Sch6pfungsordnungen. Und die radikale Betonung der schOp- 

ferischen Herrschaft Gottes fiihrte ihn zum alttestamentlich-prophetischen Univer- 

salismus. 

Das dritte motiv, das ihn zur sskularen Welt motivierte, ist seine heilsgeschichtli~he 

Eschatologie. Die Geschichtsanschauung, die Geschichte als die von Gotteswillen 

durch menschliche Bemiihungen zur Vollkommenheit beeilende betrachtet, herrscht , 
seine ganzen Andachten h6chst lebhaft. Er ist als ein Zeuge von dieser Werke Gottes A 

in die politische Welt eingetreten. 



~ b e r  die Freiheitslehre Kants 

Kunio KONISHI 

Schon habe ich daruber aufgeklart, dass das einzige Moment, mit dem die 

sogenannte dritte Antinomie in der ,, Kritik der reinen Vernunft" aufzulbsen ist, 

nicht anders als die ,, Freiheit der reinen Vernunft " sei (ijber die Freiheitslehre 

Kants-Nr. 2-Okayama-daigaku-h6bungakubu-kiyo, Nr. 35). ~ i & e  Freiheit .ist eine 

Idee, die dem unmittelbaren Bewusstsein der transzendentalen Apperzeption und 

des moralischen Imperativs entsprechend angenommen wurde. In der Bedeutung 

kann man sagen, das unmittelbare Moment zur Auflbsung seiner Freiheitsantinomie 

sei in seinem Erlebnis selbst, d, i. in seinem Bewusstsein selbst als denkendes und 

handelndes Ich gelegen. Also will ich hier iiber das Ich in ,,I. Kants Vorlesungen 

iiber die Metaphysik ", hrsg. von K. H. L. Pblitz, besonders in der ,, Rationalen 

Psychologiel', um solches Moment noch mehr zu ergriinden, forschen. 

Die ,, Vorlesungen" nehmen beim Beweiss iiber die Substanzialifit des Ichs im 

allgemeinen die Methode der indirekten Folgerung der iiberlieferten rationalen Psy- 
chologie an. Dennoch ist es merkwiirdig, dass Kant in derselben von der Unmit- 

telbarkeit oder dem Anschaungscharakter des Ich-bewusstseins spreche. Aber ,, das 

Ich " ist naturlich nicht ,, substantia phaenomenon ", sondern gleichsam nur ,, substan- 

tia noumenon l', insofern als es uns ,, nicht kann begriffen werden ". 
Allein sind wir uns unmittelbar unserer Bestimmungen und Handlungen bewusst. 

Deshalb sind wir nicht bloss ,, subjektum patiens ", sondern auch ,, subjektum agens ", 
und somit haben wir ,, libertatem absolutam " oder eine absolute Spontapeitgt. 

Diese ist zwar durch die theoretische Vernunft nicht einzusehen, aber sie kann doch 

auch ,, nicht widerlegt werden ". Denn das unmittelbare Bewusstsein denkendes 

Ichs und des moralischen Sollens beweist dieses sich klar. Also werden wir die 

obige ,, substantia noumenon " als ,, eine einfache und freihandelnde Substanz " oder 

eine ,, substantia spontanea " ansehen kbnnen. 



On "Zen Catechism Answered by 
Two Zen Masters" from Tun-huang 

Ryosho TANAKA 

In this essay I intend to locate text S. 4113 of the Tun-huang mss. in the 

history of Chinese Zen Buddhism. As this manuscript named "Ts ' ingdr-ho-shang- 

ta-shan-ts ' &-shih-tao " (Zen Catechism Answered by Two Zen Masters) has been 

unknown to us, I will introduce and translate the text, adding a report on my 

investigation of it. 

It  consists of twenty questions and answers, and one question is answered by 

the two Zen masters named K'ung and T z k  The former ten questions intend to 

clarify the meaning of the Buddhist Sutra, but the latter ten explain the Zen teach- 

ing itself. These two Zen masters are imaginary persons, and the questions and 

answers are also made artificially; the answers by K'ung are doctrinal and put 

stress on meditation, while those by Tzit are practical and emphasize wisdom. 

I conclude, therefore, that this text was written by some monk of the southern 

school in order to show its advantage against the northern school in Chinese Zen 

Buddhism. 




