
94

は
じ
め
に

サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
生
ま
れ
、
ロ
シ
ア
正
教
の
核
心

を
西
欧
世
界
に
紹
介
す
る
こ
と
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
神
学
者

ロ
ー
ス
キ
ィ
（V

ladim
ir

N
ikolaevich

L
osskii,1903 -1958

）
は
『
キ

リ
ス
ト
教
東
方
の
神
秘
思
想
』（T

héologie
m

ystique
de

l’É
glise

d’O
rient

）
に
お
い
て
、
東
方
神
学
の
中
心
テ
ー
マ
が
人
間
の
神

化
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
神
秘
と
神
秘
思
想
、

神
秘
の
個
人
体
験
と
教
会
共
同
体
の
思
想
を
区
別
し
な
か
っ
た

点
を
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
伝
統
的
特
徴
と
見
な
し
て
い

る
。
（
１
）

彼
の
研
究
は
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
領
域
中
心
に
行

な
わ
れ
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
神
学
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
東
方
神
学
の
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
前
に

開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ロ
ー
ス
キ
ィ
の
研

究
は
非
常
に
意
義
が
あ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
と
く
に
前
世
紀
の
初
頭
以
来
、
た

と
え
ば
環
境
問
題
あ
る
い
は
生
命
倫
理
等
、
人
類
的
問
題
群
に

突
き
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
教
と
は
そ
も
そ
も
何
か
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
の

は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
の
も

東
方
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
仏
教

―
神
化
と
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ

―

山
崎
達
也



と
に
、
教
会
一
致
運
動
い
わ
ゆ
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
が
キ
リ
ス

ト
教
の
内
部
か
ら
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ

ー
ス
キ
ィ
や
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
を
代
表
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
新

教
父
学
」
は
、
今
ま
で
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ギ
リ
シ
ア
教

父
、
ま
た
さ
ら
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
を
は
じ
め
と
す

る
東
方
の
神
学
者
を
現
代
に
蘇
ら
せ
て
き
た
。
彼
ら
の
貢
献
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
っ
て

も
一
様
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
の
思
想
を
原
点
と
し

て
、
使
徒
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
を
経
由
し
て
東
方
の
師
父
へ
と
い

た
る
い
わ
ば
直
線
的
な
霊
性
の
流
れ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

さ
て
、
本
論
を
貫
く
通
奏
低
音
は
、
東
方
神
学
の
世
界
か
ら

仏
教
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
教
説
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
こ
う
と

す
る
知
的
好
奇
心
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
東
方
神
学
の
一
面

を
素
描
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
し
か
し
東
方
神
学
は
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
は
未
知
の
世
界
に
等
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本

稿
の
紙
幅
の
ほ
と
ん
ど
を
そ
の
世
界
の
記
述
に
費
や
す
こ
と
を

お
許
し
願
い
た
い
。
た
だ
、
東
方
の
師
父
た
ち
の
思
想
に
触
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対
話
の
テ
ー
ブ

ル
に
一
皿
の
前
菜
で
も
提
供
で
き
れ
ば
、
筆
者
と
し
て
は
望
外

の
幸
せ
で
あ
る
。

一．

神
化
の
思
想

１．

タ
ボ
ル
山
で
の
キ
リ
ス
ト
の
変
容

こ
の
世
界
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
人
間
が
神
を
見
る
こ
と
（
見
神
）

は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
神
学
に
と
っ
て
も
ま
た

救
済
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
ま
さ
に
究
極
の
問
題
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
に
よ
れ
ば
、
見
神
体
験
が
す
べ
て
の
人

間
に
可
能
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
こ
に
至
る
道
が
ま
っ
た
く
閉

ざ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
東
方
キ
リ
ス
ト
教
が
こ
の
見

神
体
験
へ
の
可
能
性
に
対
す
る
聖
書
的
根
拠
と
し
て
提
示
す
る

の
が
、
タ
ボ
ル
山
で

（
２
）
　
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
変
容
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
第
十
七
章
の
記
述
に

も
と
づ
き
、
タ
ボ
ル
山
上
に
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

起
き
た
の
か
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

フ
ィ
リ
ポ
・
カ
イ
サ
リ
ア
に

（
３
）
　
て
イ
エ
ス
は
、
自
分
が
弟
子
た

ち
に
エ
ル
サ
レ
ム
で
苦
し
み
を
受
け
殺
さ
れ
る
が
、
三
日
後
に

復
活
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
告
げ
る
。
そ
し
て
そ
の
告
知
の
六
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日
後
、
イ
エ
ス
は
ペ
ト
ロ
、
ヤ
コ
ブ
そ
し
て
ヨ
ハ
ネ
の
三
人
の

弟
子
を
連
れ
て
タ
ボ
ル
山
に
登
る
。
す
る
と
彼
ら
の
目
の
前
で

イ
エ
ス
の
姿
が
変
わ
り
、

（
４
）
　
そ
の
顔
は
太
陽
の
よ
う
に
輝
き
、
そ

の
服
は
光
の
よ
う
に
白
く
な
っ
た
。

（
５
）
　
見
る
と
、
モ
ー
セ
と
エ
リ

ヤ
が
（
６
）
　現
わ
れ
、
イ
エ
ス
と
語
り
合
っ
て
い
た
。

（
７
）
　
こ
の
光
景
に
驚

い
た
ペ
ト
ロ
は
、
モ
ー
セ
、
エ
リ
ヤ
、
イ
エ
ス
自
身
の
た
め
の

仮
小
屋
を
建
て
る
こ
と
を
イ
エ
ス
に
申
し
出
る
が
、
光
り
輝
く

雲
が
彼
ら
を
覆
う
。
そ
の
雲
の
中
か
ら
、「
こ
れ
は
わ
た
し
の
愛

す
る
子
、
わ
た
し
の
心
に
適
う
者
。
こ
れ
に
聞
け
」
と
い
う
声

が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
三
人
の
弟
子
は
ひ
れ
伏
し
、
非
常
に

恐
れ
る
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
彼
ら
に
手
を
触
れ
な
が
ら
、
恐
れ

る
こ
と
は
な
い
と
話
す
。
彼
ら
が
顔
を
上
げ
て
み
る
と
、
そ
こ

に
は
イ
エ
ス
の
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
以
上
が
タ
ボ
ル

山
上
で
の
奇
跡
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

さ
て
新
約
聖
書
に
よ
く
見
ら
れ
る
奇
跡
、
た
と
え
ば
さ
ま
ざ

ま
な
病
気
を
治
癒
す
る
と
か
、
死
人
ま
で
も
生
き
返
ら
せ
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
ず
れ
も
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
が
、
し
か
し
タ
ボ
ル
山
で
の
変
容
は
イ
エ
ス
自
身
に
起
こ
っ

た
奇
跡
物
語
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
タ
ボ
ル
山
上
の
奇

跡
は
他
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
。
奇
跡
は
三
人
の
弟
子
に
と

っ
て
ま
さ
に
超
自
然
的
な
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
超
自

然
」
は
イ
エ
ス
が
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
神
秘
に
実
は
由
来
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
告
知
が
神
自
身
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
奇
跡
を
解
釈
す
る
う
え
で
最
も

重
要
と
な
る
視
点
は
光
で
あ
る
。
イ
エ
ス
自
身
が
光
に
包
ま
れ
、

イ
エ
ス
が
神
の
子
で
あ
る
と
告
げ
る
神
自
身
の
象
徴
で
あ
る
雲

も
輝
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た

三
人
の
弟
子
は
、
イ
エ
ス
が
神
で
あ
る
こ
と
を
「
光
」
と
し
て

見
て
い
る
。
こ
れ
が
神
を
見
る
、
す
な
わ
ち
見
神
体
験
を
意
味

す
る
。

こ
の
見
神
体
験
の
意
義
は
タ
ボ
ル
山
上
と
い
う
い
わ
ば
ロ
ー

カ
ル
な
出
来
事
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
三
人
の
弟
子
が
体

験
し
た
と
い
う
限
定
的
事
実
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
と
い

う
の
も
、
こ
の
奇
跡
は
受
肉
（incarnatio

）
の
事
実
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
変
容
は
神
の
受
肉

と
い
わ
ば
表
裏
一
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

普
遍
的
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
で
は
、
東
方
教
会
の
伝
統
の

な
か
で
受
肉
は
い
か
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ



の
点
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
ひ
と
り
で
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
司
教
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
（A

thanasios,ca.295 -373

）

は
『
言
葉
ロ
ゴ
ス

の
受
肉
』（D

e
incarnatione

V
erbi

）
の
な
か
で
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
実
に
、
こ
の
方
〔
言
葉

ロ
ゴ
ス

〕
が
人
と
な
ら
れ
た
の
は
、
わ
れ

わ
れ
を
神
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
（
８
）」

神
が
人
性
（natura

hum
ana

）
を
と
り
、
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て

き
て
も
、
そ
の
意
味
が
わ
れ
わ
れ
に
判
明
す
る
の
は
十
字
架
上

の
死
を
経
て
、
復
活
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
タ
ボ
ル
山
で
の
変
容
は
い
わ
ば

生
前
の
イ
エ
ス
に
お
け
る
復
活
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
弟
子
た
ち
の
見
神
体
験
は
、
わ
れ
わ
れ
人

間
が
神
に
な
る
と
い
う
究
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
が
東
方
神
学
の
基
礎
に
あ
る
神
化
（θ

�ω
σι ς

）
の
思

想
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
神
化
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
挑
戦
す
る
に
あ
た

り
、
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
以
上
み
て

き
た
よ
う
に
、
神
化
が
見
神
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
見
神
に
つ
い
て
の
考

察
か
ら
始
め
た
い
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
見
神

の
「
見
」
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
か
。

つ
ま
り
神
を
感
覚
的
に
見
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
西
方
キ

リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
知
的
直
観

（intelligere

）
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
神
を
見
る
と

い
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
神
そ
れ
自
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
も
し
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
神
の
何
を
見
る
こ
と
な
の

か
。
こ
う
し
た
問
題
群
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ん
で
く
る
。
し
か

し
今
の
と
こ
ろ
は
こ
う
し
た
諸
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
と
ど

め
て
、
以
下
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
東
方
教
会
に
お
け

る
祈
り
と
信
仰
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

２．

祈
り
と
信
仰

か
つ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（L

u
d

w
ig

W
ittg

en
stein

,

1889 -1951

）
は
、
神
を
信
じ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
そ
れ
は

生
の
意
義
に
つ
い
て
の
問
い
を
理
解
す
る
こ
と
、
世
界
の
事
実

に
よ
っ
て
問
題
が
片
づ
か
な
い
と
認
め
る
こ
と
、
そ
し
て
生
が

意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
と
語
っ
た
。

　
（
９
）

世
界
が
「
成
立
し
て
い
る
事
態
の
集
ま
り
」

（
10
）

で
あ
る
こ
と
を
根

東方キリスト教神学と仏教97

「東洋学術研究」第45巻第２号



拠
と
し
て
、
世
界
を
語
り
う
る
事
実
と
し
て
捉
え
て
き
た
こ
の

哲
学
者
は
、
そ
れ
で
も
解
決
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
こ
と
を
承

認
し
て
い
る
。
そ
れ
は
生
の
問
題
、
生
き
る
こ
と
の
意
義
に
関

す
る
問
題
群
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
言
語
の
限
界
が

世
界
の
限
界
を
意
味
す
る
と
い
う
同
一
性
か
ら
導
出
さ
れ
る
当

然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
は
た
だ
問
題
を
提
出

す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。

（
11
）

つ
ま
り
生
き
る
こ
と
の
意
義
は
語
り
え
ぬ
神
秘

だ
と
い
え
よ
う
。
永
遠
の
生
命
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
不
可
思

議
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
生
き
て
い
る
現
在
の
生

で
あ
っ
て
も
同
様
に
謎
に
満
ち
て
い
る
。

（
12
）

し
か
し
同
時
に
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
、「
祈
り

と
は
世
界
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
」

（
13
）

と
。
世
界
は
事
実

と
し
て
は
語
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
世
界
の
意
義
は
語
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
生
の
意
義
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

と
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
世
界
と
生
と
は
一
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
14
）

こ
の
世
界
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
謎

に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
謎
の
解
決
は
世
界
を
構
成

し
て
い
る
空
間
と
時
間
の
外
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
15
）

つ
ま
り
生

き
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
、
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
は

与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
世
界
の
限
界
は
言
語
の
限

界
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
き
る
こ
と
の
意
義
を
わ
れ
わ
れ
は
論

理
に
則
し
た
「
語
り
」
と
し
て
は
表
現
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、

世
界
の
外
に
存
在
す
る
者
す
な
わ
ち
神
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
は
い
か
な
る
意
味
で
も
不
可
能
で
あ
る
の
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
外
は
語
る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
祈
り
」

と
い
う
人
間
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祈
る
こ
と

は
神
と
の
会
話
で
あ
り
、
自
己
の
生
の
意
義
を
問
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
生
の
意
義
を
問
う
こ
と
の
前
提
と
し
て
求
め
ら
れ

る
こ
と
は
、
そ
の
問
い
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
信
仰
な
の
で
あ
る
。

東
方
神
学
と
は
無
関
係
に
思
え
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

に
つ
い
て
少
々
長
く
言
及
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、

祈
り
と
生
と
の
結
び
つ
き
と
祈
り
と
信
仰
の
関
係
性
を
い
わ
ば

予
備
的
考
察
と
し
て
述
べ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
祈
り
と
信

仰
が
生
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
形
式
的
関
係
性

を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述
を
ヒ
ン
ト
に
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
埋
め
て
い
く
と
い
う
仕
方
で
、
東
方
神

学
に
お
け
る
祈
り
と
信
仰
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思

う
。さ

て
、
七
世
紀
シ
ナ
イ
半
島
の
聖
カ
タ
リ
ナ
修
道
院
の
院
長

も
務
め
た
こ
と
の
あ
る
ギ
リ
シ
ア
教
父
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ

ク
ス
（Ioannes

K
lim

ax,
ca.578 -649

）
は
そ
の
著
『
楽
園
の
梯
子
』

（Sacla
paradisi

）
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
祈
り
と
は
本
来
に
お
い
て
、
人
間
と
神
と
の
対
話
で
あ
り

一
致
で
あ
る
。
そ
の
効
果
は
世
界
を
一
つ
に
結
合
さ
せ
る

こ
と
に
あ
る
。
祈
り
に
よ
っ
て
神
と
和
解
に
達
す
る
。

（
16
）
」

祈
り
は
神
と
の
対
話
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
と
一
つ
に
な
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
神
と
の
一
致
は
、
受
肉
と
い
う
神
的
愛
の
現
実

性
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
間
に
可
能
的
に
開
か
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
少
な
く
と
も
実
際
に
は
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
修
行
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
の
修
行
は
、
東
方
教
会
の
伝
統
の
な
か
で
現

在
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
て
い
る
霊
的
運
動
、
す
な
わ
ち
ヘ
シ

ュ
カ
ス
ム
（�σ�χασ

ó ς：
hesychasm

、
静
寂
主
義
）
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
霊
的
修
行
を
す
る
隠
修
者
を
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
と
い
い
、
彼

ら
が
獲
得
す
る
心
的
境
地
が
ヘ
ー
シ
ュ
キ
ア
（�σ

�χ
�α

）
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
隠
修
生
活
を
望
む
者
に
は
天
使
の
力
が
必
要
と
さ

れ
る
。

（
17
）

こ
れ
は
、
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
モ
デ
ル
が
砂
漠
で
修
行
を

し
た
師
父
た
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま

り
悪
魔
が
支
配
す
る
砂
漠
に
お
い
て
人
間
が
独
り
で
生
き
て
い

く
た
め
に
は
、
神
の
力
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
が
神
を
ま
さ
に
救
済
の
神
と
し
て
覚
知

で
き
る
場
こ
そ
砂
漠
な
の
で
あ
る
。

（
18
）

イ
エ
ス
が
人
里
離
れ
た
と

こ
ろ
に
行
き
、
そ
こ
で
祈
っ
て
い
た
よ
う
に
、

（
19
）

ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト

は
た
だ
独
り
と
な
っ
て
、
使
徒
パ
ウ
ロ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
20
）

た
だ
ひ
た
す
ら
祈
る
と
い
う
生
活
を
自
ら
に
課
す
。
し
か
も
新

神
学
者
シ
メ
オ
ン
（Sym

eon
N

ovus
T

heologus,
ca.
949 -1022

）
が

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
も
の
を
放
棄
し

た
者
が
い
る
場
は
、
た
と
え
そ
こ
が
都
市
の
真
ん
中
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
無
人
の
荒
野
で
あ
り
、

獣
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

（
21
）

そ
の
祈
り
と
は
「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
と
呼
ば
れ
、「
主
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
、
神
の
子
、
罪
人
で
あ
る
わ
れ
を
憐
れ
み
給
え
」

と
繰
り
返
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
は
こ
の
世
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を
放
棄
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
に
あ
る
富
や
名
声
は
も

ち
ろ
ん
、
肉
体
的
欲
望
に
発
す
る
快
楽
や
享
楽
を
滅
び
る
も
の

と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
ひ
と
り
滅
び
な
い
不
死

な
る
神
を
見
る
こ
と
を
た
だ
ひ
た
す
ら
欲
す
る
者
な
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
の
祈
り
を
繰
り
返
す
こ
と
の
意
義
は
、
イ
エ
ス
の
追

憶
と
自
ら
の
呼
吸
と
を
一
つ
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

（
22
）

つ
ま
り
、

イ
エ
ス
を
思
い
出
す
こ
と
が
単
な
る
想
像
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

自
己
の
内
側
に
存
在
す
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
瞑
想
す
る
こ

と
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
と
呼
吸
を
一
つ
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
さ
て
、
キ
リ
ス
ト
が
自
己
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
の
根
拠

の
一
つ
に
パ
ウ
ロ
の
次
の
言
葉
が
あ
る
。

「
わ
た
し
は
神
に
対
し
て
生
き
る
た
め
に
、
律
法
に
対
し
て

は
律
法
に
よ
っ
て
死
ん
だ
の
で
す
。
わ
た
し
は
、
キ
リ
ス

ト
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
生
き
て
い
る

の
は
、
も
は
や
わ
た
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
が

わ
た
し
の
内
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
わ
た
し
が
今
、

肉
に
お
い
て
生
き
て
い
る
の
は
、
わ
た
し
を
愛
し
、
わ
た

し
の
た
め
に
身
を
献
げ
ら
れ
た
神
の
子
に
対
す
る
信
仰
に

よ
る
も
の
で
す
。

（
23
）
」

こ
こ
に
は
受
肉
と
十
字
架
上
の
死
そ
し
て
復
活
が
パ
ウ
ロ
と
い

う
一
個
人
の
時
空
間
に
お
い
て
い
わ
ば
実
存
的
に
語
ら
れ
て
い

る
。
十
字
架
は
も
は
や
歴
史
的
事
実
を
超
え
、
彼
自
身
の
生
の

現
実
な
の
で
あ
る
。
霊
と
肉
と
の
対
立
構
図
は
そ
の
ま
ま
生
と

死
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
反
映
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
は
律
法
と
信
仰
と
い
う
対
立
関
係
を
も
表
示
す
る
。
ユ

ダ
ヤ
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
歴
史
的
展
開
は
パ
ウ
ロ
自
身
の

な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
生
の
現
実
な
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
キ
リ
ス
ト
は
律
法
の
目
標
な
の
で
あ
る
か
ら
、

（
24
）

律
法
に
死

ん
で
キ
リ
ス
ト
に
生
き
る
こ
と
は
パ
ウ
ロ
自
身
の
生
の
完
成
を

意
味
す
る
。

肉
が
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
情
念
か
ら
自
由
に
な
っ
た
状
態
、

す
な
わ
ち
「
不
受
動
心
」（α ’πα

�
ε �α

）
（
25
）

に
達
し
た
隠
修
者
は
、

祈
り
の
さ
い
、
呼
吸
の
各
々
の
動
作
の
な
か
に
自
己
を
生
か
し

て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
息
吹
を
実
感
す
る
。
そ
の
意
味
で
ク
リ
マ

ク
ス
は
、
不
受
動
心
を
「
身
体
の
復
活
の
前
の
魂
の
復
活
」

（
26
）

と

称
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
こ
こ
で
は
、
自
己
の
死
を
も
生

か
す
大
い
な
る
生
命
で
あ
り
、
根
源
的
な
生
命
な
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
を
自
己
の
外
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
た
だ
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キ
リ
ス
ト
の
追
憶
の
み
に
終
始
す
る
こ
と
か
ら
、
自
己
の
内
奥

に
存
在
す
る
キ
リ
ス
ト
を
自
己
の
生
の
根
源
と
見
る
見
方
へ
の

一
八
〇
度
の
転
回
、
そ
れ
が
信
仰
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
信
仰

（π� σ
ι�

）
と
は
、
シ
メ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
信
じ
る
者
を
キ
リ
ス

ト
自
身
の
う
ち
に
あ
る
永
遠
の
生
命
を
分
け
持
つ
者
へ
と
完
成

さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
27
）

し
か
し
信
仰
は
主
観
的
意
志
の
領

域
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
人
間
が
努
力
と
精
進

を
積
み
重
ね
て
到
達
す
る
徳
の
一
種
な
の
で
は
な
い
。
信
仰
と

は
あ
く
ま
で
も
カ
リ
ス
マ
（χ�

ισ
a

）

（
28
）

す
な
わ
ち
神
か
ら
の
恩

賜
で
あ
る
。
祈
り
と
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
ク
リ
マ
ク
ス
は
、

信
仰
は
祈
り
の
翼
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
29
）

つ
ま
り
祈
り
が
あ

っ
て
も
信
仰
が
な
け
れ
ば
、
だ
れ
も
天
に
昇
っ
て
い
く
こ
と
は

で
き
な
い
。

（
30
）

信
仰
に
よ
る
不
受
動
心
の
は
た
ら
き
は
、
心
を
肉
と
い
う
質

料
か
ら
切
り
離
し
、
神
聖
な
も
の
と
す
る
。
不
受
動
心
を
保
つ

者
は
天
に
す
で
に
い
る
者
の
よ
う
に
恍
惚
状
態
に
な
り
、
神
の

観
想
（�εω

�α

）
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

（
31
）

彼
は
神
と
一
つ
に
な

り
、
常
に
神
と
と
も
に
生
き
る
者
で
あ
る
。
神
は
彼
の
う
ち
に

現
存
し
、
彼
の
話
す
こ
と
、
彼
の
行
為
、
彼
の
思
惟
す
べ
て
に

わ
た
っ
て
、
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
神
の
意
志
は
彼
に
と
っ

て
光
の
照
明
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
内
奥
か
ら
発
す
る
声
と

な
る
。
そ
こ
で
の
自
己
は
、
自
ら
を
神
が
粘
土
と
し
て
創
造
し

た
以
前
に
自
己
に
与
え
て
く
れ
た
「
不
死
な
る
美
」
を
探
し
求

め
よ
う
と
す
る
。

（
32
）

と
こ
ろ
で
信
仰
に
よ
っ
て
引
き
上
げ
ら
れ
る
天
、
そ
れ
は
自

己
の
生
の
完
成
の
象
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
天
と
は
つ
ま
り
、

創
造
以
前
の
自
己
の
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
に
よ

っ
て
自
己
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
、
本
来
の
自
己
に
還
帰
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
世
界
に
お
い
て

人
間
は
そ
の
本
来
の
姿
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

原
罪
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
が
、
人
間
は
そ
の

こ
と
す
ら
も
忘
れ
去
っ
て
い
る
。
し
か
し
イ
エ
ス
の
十
字
架
上

の
死
と
復
活
は
人
間
に
自
ら
の
本
来
性
の
喪
失
を
自
覚
さ
せ
、

そ
の
回
復
へ
の
道
を
示
す
神
自
ら
の
自
己
犠
牲
的
な
愛
な
の
で

あ
る
。
こ
の
神
の
愛
を
自
己
を
生
か
す
大
い
な
る
生
命
と
み
る

使
徒
お
よ
び
砂
漠
で
の
霊
性
を
体
験
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
師
父
た

ち
の
伝
統
の
う
え
に
東
方
神
学
は
構
築
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
本
節
の
冒
頭
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
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ュ
タ
イ
ン
に
言
及
し
な
が
ら
、
生
の
次
元
に
お
け
る
祈
り
と
信

仰
と
の
関
係
性
を
提
示
し
た
。
い
ま
東
方
の
神
学
者
に
お
け
る

祈
り
と
信
仰
へ
の
洞
察
に
触
れ
て
み
て
、
わ
れ
わ
れ
は
生
が
重

層
的
構
造
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
日
常
的
生
を
超
越

し
た
根
源
的
生
へ
の
探
求
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
う
し
た

超
越
的
生
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
祈
り
と
い
う
道
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
「
主
よ
、
憐
れ
み
給
え
」
は
世
界
を
構
造
化
す
る
論
理

に
則
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
天
に
存
在
す
る
神

へ
の
「
語
り
」
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
本
来
の
自
己
を
呼
び

覚
ま
す
神
か
ら
の
呼
び
か
け
に
応
ず
る
の
が
信
仰
で
あ
る
か
ぎ

り
、
祈
り
は
け
っ
し
て
無
意
味
な
の
で
は
な
い
。

３．

見
神

わ
れ
わ
れ
は
本
章
冒
頭
に
お
い
て
、
問
い
「
こ
の
世
界
に
お

け
る
見
神
は
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
か
」
を
提
起
し
た
。
こ

の
問
い
が
た
だ
科
学
的
視
点
か
ら
で
は
な
く
信
仰
者
に
お
け
る

超
越
者
へ
の
接
近
体
験
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
は
す
で
に
確
認
し
た
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
見
神
の

い
わ
ば
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
東
方
神
学
に
お
け
る
最
大
の
神
学
者

と
い
わ
れ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
（G

regorios
P

alam
as,

ca.1296 -1359

）

（
33
）
の
記
述
を
も
と
に
素
描
し
て
み
た
い
。

パ
ラ
マ
ス
は
主
著
『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た
め
の
弁
護
』

（�
ó

o
ς

�π
�

ω
�ν

�ε
ω

�ς
�σ�χα

�ó ν
ω

ν

）
第
一
部
第
三
問
に
お

い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る:

「
天
使
の
知
性
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
そ
れ
も
不
受
動
心

（α ’πα
θε �α

）
に
よ
っ
て
天
使
の
姿
を
と
り
、
自
ら
を
超
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
〔
人
間
知
性
は
〕
か
の
光

に
出
会
い
、
超
自
然
的
な
見
神
に
値
す
る
も
の
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
神
の
本
質
を
見
る
の
で
は
な
く
、

神
に
固
有
の
啓
示
を
通
し
、
ま
た
見
る
者
に
ふ
さ
わ
し
い

仕
方
で
神
を
見
る
の
で
あ
る
。

（
34
）
」

信
仰
に
よ
っ
て
不
受
動
心
に
達
し
た
者
は
自
己
を
超
越
し
て

「
か
の
光
」
に
出
会
う
。
そ
の
光
と
は
タ
ボ
ル
山
上
で
三
人
の
弟

子
が
見
た
イ
エ
ス
の
顔
か
ら
発
し
た
の
と
同
様
の
光
で
あ
る
。

そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
が
実
は
見
神
体
験
な
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
神
の
本
質
を
見
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で

「
本
質
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
語
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
「
ウ
ー
シ
ア
」

（o
σ

�α
）
と
い
う
が
、
哲
学
史
的
に
言
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

’
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哲
学
で
使
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
に
存
在
し
て
い

る
個
物
の
「
何
で
あ
る
か
」（

ò
�

�σ
ι ν

）
あ
る
い
は
「
何
で
あ

っ
た
か
」（

ò
�



ν

ε �ναι

）
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
神
と
は
何

で
あ
る
か
」
に
対
す
る
答
え
が
神
の
本
質
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
問
い
「
神
と
は
何
か
」
に
対
す
る
答
え
が
い
か

な
る
概
念
で
表
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
神
の
本
質
を
表

示
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。

（
35
）

ま
し
て
や
、
神
は
物
体
を
有
し
て

は
い
な
い
の
で
、
視
覚
の
対
象
で
は
な
い
。
つ
ま
り
神
の
本
質

は
可
視
的
な
も
の
で
も
な
く
、
可
知
的
な
も
の
で
も
な
い
。

そ
れ
で
は
、
見
神
を
表
示
す
る
「
か
の
光
」
と
は
何
か
。
パ

ラ
マ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
神
的
本
質
と
は
別
の
永
遠
の
光
が
あ
る
。
そ
れ
自
体
は
本

質
で
は
な
い
が

―
本
質
と
は
遠
く
離
れ
て
い
る

―
超

本
質
的
な
も
の
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
で
あ
る
。
始
ま
り
も
終

わ
り
も
な
い
こ
の
光
は
、
自
分
の
感
覚
で
は
、
可
視
的
で

も
な
く
可
知
的
で
も
な
い
。
そ
の
光
は
霊
的
で
か
つ
神
的

で
あ
り
、
そ
の
超
越
性
に
お
い
て
す
べ
て
の
被
造
物
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
見
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば

知
性
認
識
も
で
き
な
い
も
の
は
、
感
覚
そ
れ
自
体
の
視
野

に
も
注
が
れ
る
こ
と
が
な
い
し
、
知
性
そ
れ
自
体
に
あ
る

知
的
力
の
範
囲
に
も
注
が
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
36
）
」

タ
ボ
ル
山
上
に
て
弟
子
た
ち
が
見
た
光
、
そ
れ
は
ヘ
シ
ュ
カ
ス

ト
が
見
神
体
験
の
さ
い
に
見
る
光
で
も
あ
る
が
、
そ
の
光
を
パ

ラ
マ
ス
は
「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」（ε ’ν�

εια

）

（
37
）
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
神

の
「
は
た
ら
き
」
も
し
く
は
「
活
動
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で

あ
る
。
そ
の
光
は
「
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
」
す
な
わ
ち
す

べ
て
の
被
造
物
を
超
越
し
て
い
る
、
造
ら
れ
ざ
る
光
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
光
は
霊
的
で
か
つ
神
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
は

眼
で
見
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
知
性
認
識
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。

（
38
）

知
性
の
は
た
ら
き
と
は
、
こ
の
場
合
、
推
論
や
そ
れ
に

も
と
づ
く
認
識
す
な
わ
ち
三
段
論
法
に
よ
っ
て
結
論
に
い
た
る

は
た
ら
き
で
あ
る
が
、
す
な
わ
ち
そ
の
光
は
論
理
的
に
把
握
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

言
葉
や
推
論
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
は
パ
ラ
マ
ス
に
と
っ
て

真
の
見
解
で
は
な
い
。
さ
ら
に
彼
は
そ
の
光
を
見
る
の
は
「
否

定
に
よ
っ
て
」（Kα

ὰ
�

π
óφασι ν�

）
見
る
の
で
は
な
い
と
も
述

べ
て
い
る
。

（
39
）

こ
の
表
現
は
い
わ
ゆ
る
否
定
神
学
（t h

eo
lo

g
ia

negativa

）

（
40
）

を
射
程
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
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う
の
は
、
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
は
や
は
り
何
か
を
見
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
は
否
定
よ
り
も
強
い
仕
方
で
見
る
か
ら
で
あ
る
。

（
41
）

つ
ま
り
こ
の
光
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
覚
器
官
と
知
性

を
超
え
た
あ
る
種
の
見
方
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
光
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
見
方
な
の
か
。
パ
ラ

マ
ス
は
そ
れ
を
教
父
た
ち
に
倣
っ
て
「
霊
的
感
覚
」（α

σ
��σι ς

π
νε�

α
ι κ

�

）
と
呼
ん
で
い
る
。
パ
ラ
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
不
受
動

心
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
一
切
の
も
の
か
ら
分
け
ら
れ
、

聖
霊
の
恵
み
に
一
致
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
は
天
使
や
神
に

似
た
も
の
と
な
り
、
神
の
輝
き
を
享
受
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
神
秘
的
な
観
照
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な

り
、
身
体
に
よ
っ
て
で
も
な
く
ま
た
知
性
に
よ
っ
て
で
も
な
く

聖
霊
に
よ
っ
て
そ
の
光
を
見
る
。
つ
ま
り
「
霊
的
感
覚
」
と
は

聖
霊
の
力
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

先
の
引
用
文
の
な
か
で
パ
ラ
マ
ス
は
「
見
る
者
に
ふ
さ
わ
し

い
仕
方
で
神
を
見
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る

「
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
」
と
は
聖
霊
の
力
を
贈
与
さ
れ
る
に
「
ふ
さ

わ
し
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
霊
的
感
覚
を
獲
得
し
、

神
を
見
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
人
間
が
独
力
で
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
境
涯
で

は
な
い
。
人
間
を
そ
の
境
涯
に
ま
で
引
き
上
げ
る
の
は
神
自
身

で
あ
る
。
タ
ボ
ル
山
上
で
弟
子
た
ち
が
見
神
を
体
験
で
き
た
の

は
、
イ
エ
ス
自
身
が
彼
ら
を
そ
こ
ま
で
連
れ
て
行
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
山
上
と
い
う
位
置
が
神
自
身
に
よ
っ
て
引
き
上
げ
ら
れ

た
弟
子
た
ち
の
境
涯
を
象
徴
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
人
間
は
神
の
本

質
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
神
の
啓
示
を
通
す
こ

と
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
し
て
の
神
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
パ
ラ
マ
ス
が
こ
の
よ
う
に

主
張
す
る
背
景
に
は
、
一
人
の
論
敵
が
い
た
。
彼
の
名
は
バ
ル

ラ
ア
ム
（B

arlaam
,

ca.
1290 -1348

）
と
い
い
、
イ
タ
リ
ア
生
ま
れ

の
ギ
リ
シ
ア
人
で
、
当
時
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
帝
国

大
学
で
神
学
・
哲
学
を
中
心
に
講
義
し
て
い
た
。
バ
ル
ラ
ア
ム

が
お
も
に
扱
っ
て
い
た
の
は
偽
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
（P

seudo-

D
ionysios

A
reopagites,

ca.
500

）
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
理
由
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
が
神
の
不
可
知
論
を
説
い
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
バ
ル
ラ
ア
ム
は
、
神
を
認
識
す
る
こ
と
は
絶

対
に
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
唯
名
論
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
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彼
は
ま
た
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（T

hom
as

de
A

quino,
ca.

1225 -74
）
の
神
学
を
西
方
神
学
の
典
型
と
見
な
し
て
い
た
が
、

ト
マ
ス
が
人
間
知
性
に
よ
っ
て
到
達
で
き
な
い
存
在
は
な
い
と

主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て
猛
烈
な
批
判
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
42
）

バ
ル
ラ
ア
ム
が
東
方
神
学
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
、
神
を
認
識
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
の
彼
が
テ
サ
ロ
ニ
ケ
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス

で
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
と
隠
修
生
活
を
し
ば
ら
く
共
に
し
た
と
き
、

見
神
を
目
的
と
す
る
彼
ら
の
霊
性
に
触
れ
、
強
い
衝
撃
を
受
け

る
。
バ
ル
ラ
ア
ム
は
、
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
教
え
を
奇
怪
で
不
条

理
と
見
な
し
、
そ
れ
ら
は
「
ま
ち
が
っ
た
信
仰
と
無
鉄
砲
な
想

像
と
の
産
物
」

（
43
）
で
あ
る
と
非
難
し
た
。

バ
ル
ラ
ア
ム
の
こ
の
非
難
に
対
し
て
パ
ラ
マ
ス
が
著
し
た
の

が
先
ほ
ど
か
ら
引
用
し
て
い
る
『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た

め
の
弁
護
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
バ
ル
ラ
ア
ム
に
対
す
る
単
な

る
攻
撃
の
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
体
系
を
明
示

す
る
契
機
と
も
な
っ
た
。
パ
ラ
マ
ス
と
バ
ル
ラ
ア
ム
と
の
論
争

は
一
三
四
一
年
の
六
月
と
八
月
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス

で
開
催
さ
れ
た
特
別
公
会
議
に
お
い
て
、
バ
ル
ラ
ア
ム
を
断
罪

す
る
こ
と
で
終
結
し
た
。

（
44
）

東
方
教
会
は
こ
の
論
争
を
経
験
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
ラ
マ
ス
神
学
に
お
け
る
神
の
本
質
と
エ
ネ

ル
ゲ
イ
ア
と
の
区
別
を
正
統
と
し
て
承
認
し
た
。
神
の
エ
ネ
ル

ゲ
イ
ア
を
神
の
本
質
と
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
シ
ュ
カ

ス
ト
の
見
神
は
、
神
を
感
覚
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
を
主
張
す

る
異
端
に
陥
る
こ
と
な
く
、

（
45
）

正
教
会
の
中
心
的
な
ド
グ
マ
に
発

展
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
神
を
光
と
し
て
見
る
こ
と
は
神
か
ら
の
恩
恵
に
浴
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
恩
恵
が
神
自
身
で
あ
る
と
考

え
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
人
間
が
体
験
す
る
神

は
啓
示
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
で
あ
る
。
そ
し
て
エ
ネ
ル
ゲ

イ
ア
と
し
て
の
光
は
、
魂
に
内
在
す
る
神
か
ら
発
す
る
。
こ
の

こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
神
は
わ
れ
わ
れ
に
自
ら
の
本
性
で
は

な
く
、
神
自
身
の
栄
光
と
輝
き
を
分
か
ち
与
え
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
光
は
神
的
で
あ
り
、

し
か
も
神
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
神
性
」（�ε ó

�
ς

）
と
呼

ば
れ
る
が
、
パ
ラ
マ
ス
は
さ
ら
に
深
く
解
釈
し
、「
神
化
そ
の
も

の
」（α

o �
�ω

σι ς
）
あ
る
い
は
「
神
性
の
源
」（�εα

χ
�α

）
と
称

し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
は
神
に
お
け
る
多
数
化
を
表
し

’
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て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
の
光
は
一
な
る
神
性

の
う
ち
に
お
け
る
一
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は

「
根
源
神
」（α ’

χ
��εo

ς

）、「
超
越
神
」（�π

�
�εo

ς

）、「
超
根
源
」

（�π
ε

�
χιo

ς

）
と
い
わ
れ
る
。

（
46
）

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
神
化
を
可
能
に
さ
せ
る
根
拠

は
ど
こ
に
な
る
の
か
。
パ
ラ
マ
ス
は
そ
れ
を
神
の
受
肉
に
み
る
。

パ
ラ
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
受
肉
に
表
示
さ
れ
る
神
の
無
限
の
愛
は
、

そ
の
神
的
な
位
格
を
人
間
本
性
に
一
致
さ
せ
、
理
性
的
魂
を
も

っ
た
身
体
を
と
っ
て
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
、
人
間
と
と
も
に
生

活
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
神
の
愛
は
さ
ら
に
、
人
間
の
ペ
ル
ソ

ナ
と
一
致
し
、
信
ず
る
者
に
自
ら
を
交
じ
ら
せ
、
人
間
の
一
つ

の
身
体
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
神
性
全
体
の
神
殿
と
す
る
こ
と
に

あ
る
。

（
47
）

こ
の
よ
う
に
、
神
の
受
肉
の
現
実
性
を
人
間
の
神
化
に

み
る
の
は
東
方
神
学
の
特
徴
で
あ
る
。

（
48
）

二．

安
ら
ぎ

１．

初
期
仏
教
に
お
け
る
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ

こ
の
世
界
に
お
け
る
人
間
の
す
べ
て
の
営
み
は
生
老
病
死
に

収
斂
し
、
し
か
も
こ
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
苦
の
要
素
と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
の
す
べ
て
は
苦
で
あ
り
、
人
間
は

そ
の
苦
に
束
縛
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
人
間
が
苦
し
む

の
は
こ
の
世
界
で
の
生
存
中
に
か
ぎ
ら
な
い
。
死
ぬ
こ
と
に
よ

っ
て
こ
の
世
界
か
ら
離
脱
で
き
た
と
し
て
も
、
ま
た
こ
の
世
界

に
生
ま
れ
て
き
て
、
同
様
に
苦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

生
と
死
は
無
限
に
反
復
さ
れ
、
輪
廻
と
い
う
世
界
観
が
こ
こ
に

形
成
さ
れ
る
。

こ
の
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
、
ま
ず
苦
の
発
生
源
が
明
ら

か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
発
生
源
を
仏
教
は
「
無

明
」
と
理
解
す
る
。
無
明
と
は
真
実
に
対
す
る
無
知
を
意
味
す

る
。
こ
の
無
知
か
ら
迷
い
が
生
じ
、
そ
の
迷
い
の
主
体
と
し
て

「
我
」
が
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
我
が
実
体
、
す
な
わ
ち
時
間
・
空

間
を
超
え
た
存
在
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
「
我
執
」

が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
世
界
の
事
物
へ
の
執
着
が
生
ま

れ
る
。

ブ
ッ
ダ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。

「
何
か
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
者
は
動
揺
す
る
。
し
が
み
つ

い
て
い
な
い
者
は
動
揺
す
る
こ
と
が
な
い
。
動
揺
す
る
こ

と
が
な
け
れ
ば
、
静
け
さ
が
あ
る
。
静
け
さ
が
あ
れ
ば
、
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何
か
に
依
存
す
る
こ
と
は
な
い
。
依
存
す
る
こ
と
が
な
け

れ
ば
、
来
る
こ
と
も
行
く
こ
と
も
な
い
。
来
る
こ
と
も
行

く
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
死
ぬ
こ
と
も
再
生
す
る
こ
と
も
な

い
。
死
ぬ
こ
と
も
再
生
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、『
此
岸
』

も
『
彼
岸
』
も
な
い
し
、
両
者
の
間
に
は
何
も
の
も
な
い
。

こ
れ
こ
そ
が
苦
し
み
の
終
わ
り
で
あ
る
。

（
49
）
」

苦
し
み
が
消
滅
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
静
ま
っ
た

場
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
そ
こ

に
来
る
こ
と
も
な
い
。
ど
こ
へ
も
行
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ

こ
を
去
る
こ
と
は
一
切
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
死
も

な
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
来
る
こ
と
は
一
切
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
も
な
い
。
と
い
う
こ

と
は
、「
こ
こ
」
に
対
す
る
「
あ
そ
こ
」
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、

「
此
岸
」
も
「
彼
岸
」
も
な
い
。
生
と
死
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体

も
な
い
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
「
安
ら
ぎ
」
で
あ
る
。
そ
こ
は
一
切

の
煩
悩
の
火
が
消
え
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の

境
地
で
あ
る
。
さ
ら
に
ブ
ッ
ダ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。

「
究
極
に
達
し
た
者
は
、
恐
れ
る
こ
と
も
な
く
、
欲
望
も
悪

業
も
な
い
。
彼
は
生
存
の
棘
を
す
べ
て
破
壊
し
た
。
こ
れ

が
彼
の
最
後
の
身
体
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
50
）
」

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
最
後
の
身
体
」
と
は
、
悟
り
に
達
し

た
者
が
現
在
こ
の
世
界
に
お
い
て
有
し
て
い
る
身
体
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
が
「
最
後
の
」
身
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も

は
や
輪
廻
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
悟
り
に
達
し

て
も
身
体
を
有
し
て
い
る
段
階
〔
有
余
涅
槃
〕
か
ら
、
身
体
が

消
滅
す
る
こ
と
に
い
た
っ
て
、
完
全
な
る
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
す
な

わ
ち
寂
滅
〔
無
余
涅
槃
〕
に
入
る
。
し
た
が
っ
て
、
輪
廻
か
ら

解
脱
す
る
こ
と
は
再
び
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。

メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

（
51
）

初
期
仏
教
で

説
か
れ
る
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
、
自
己
を
超
え
た
大
い
な
る
生
命

す
な
わ
ち
神
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、

永
遠
な
る
死
の
状
態
と
い
え
よ
う
。
修
行
の
果
て
に
至
り
つ
く

境
地
は
、
一
方
で
は
「
ヘ
ー
シ
ュ
キ
ア
」、
他
方
で
は
「
ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
」
と
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、
情
念
や
欲
望
に
依
存
し
な

い
「
安
ら
ぎ
」
の
境
地
で
あ
る
。
し
か
し
前
者
は
神
の
恩
恵
に

よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
三
位
一
体
の
住
処
で
あ
り
、
後
者
は
「
一

切
は
無
常
で
あ
る
」
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
、
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仏
教
が
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
創
造
主
の
存
在
を
認
め

な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
創
造
（creatio

）

と
は
存
在
そ
れ
自
体
（Ipsum

E
sse

）
で
あ
る
神
が
事
物
に
存
在

を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
ブ
ッ
ダ
」
は
本
来

「
悟
り
に
達
し
た
者
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
存
在
で
は
な
い
。

さ
き
ほ
ど
言
及
し
た
よ
う
に
、
仏
教
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界

で
の
苦
の
原
因
は
無
明
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
れ
ば
、
苦

は
原
罪
に
由
来
す
る
。
原
罪
は
人
間
の
不
完
全
性
の
超
越
的
根

拠
で
あ
り
、
そ
の
不
完
全
性
は
身
体
を
有
す
る
ゆ
え
に
受
け
る

苦
し
み
、
た
と
え
ば
病
気
や
死
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
無
限

な
る
神
に
は
、
死
が
入
り
込
む
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
た

が
っ
て
救
済
と
は
、
神
に
よ
っ
て
永
遠
の
生
命
を
授
か
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
初
期
仏
教
に
お
い
て
は
、
生
と
死

は
い
わ
ば
並
立
し
て
お
り
、
し
か
も
生
は
実
体
と
し
て
存
在
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
わ
れ

わ
れ
の
生
存
を
可
能
に
す
る
大
い
な
る
生
命
が
存
在
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
の
苦
し
み
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
は
、
超
越
的
な
生
に
帰
る
こ
と
で
は
な
い
。

２．

大
乗
仏
教
に
お
け
る
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
対
す
る
態
度
は
大
乗
仏
教
が
興
起
す
る
こ

と
で
一
変
す
る
。
す
な
わ
ち
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
が
修
行
者
の
目
的

で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
し
か
し
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ

に
と
ど
ま
ら
な
い
と
す
る
菩
薩
像
が
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
不
住
涅
槃
」
あ
る
い
は
「
無
住
処
涅
槃
」
と
い
わ
れ

る
。
つ
ま
り
大
乗
の
菩
薩
た
ち
は
、
修
行
を
積
み
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
に
入
る
資
格
は
十
分
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
ニ

ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
入
ら
ず
、
輪
廻
の
世
界
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
い
っ
た
ん
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
入
っ
て
も
、
そ
こ
に

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
輪
廻
の
世
界
に
戻
っ
て
く
る
。
あ
え
て

輪
廻
か
ら
解
脱
せ
ず
に
、
こ
の
世
界
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
第
一

の
目
的
は
、
民
衆
の
救
済
に
あ
る
。

修
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
が
ま
さ
に
成
就
さ
れ
る

と
き
、
安
ら
ぎ
の
境
地
か
ら
ふ
た
た
び
日
常
の
世
界
に
引
き
返

す
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
は
も

ち
ろ
ん
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
な
い
と
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
大
乗
仏
教
だ
け
に
み
ら
れ
る
特
徴

な
の
で
あ
ろ
う
。
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ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（N

åg årjuna,
ca.
150 -250

）
は
『
中
論
』

（M
adhyam

aka ßåstra

）
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
輪
廻
に
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
対
し
て
い
か
な
る
区
別
も
な

く
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
輪
廻
に
対
し
て
い
か
な
る
区
別
も

な
い
。

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
究
極
な
る
も
の
は
す
な
わ
ち
輪
廻
の

究
極
で
あ
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
最
も
微
細
な
る
い
か

な
る
区
別
も
存
在
し
な
い
。

（
52
）
」

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
よ
れ
ば
、
一
切
は
空
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
も
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
輪
廻
の
世
界

を
区
別
す
る
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
本
来
に
お
い
て
無
意

味
で
あ
る
。
し
か
し
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
が
存
在
し
な
い
と
い
う
思

惟
も
空
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
存
在
す
る
も

の
で
も
な
く
、
存
在
し
な
い
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
ど
ち
ら
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
執
着
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
執
着
は
無
明

か
ら
生
ま
れ
る
。
無
明
か
ら
解
放
さ
れ
た
世
界
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
で
も
輪
廻
の
世
界
で
も
な
い
。

ブ
ッ
ダ
は
「
此
岸
」
と
「
彼
岸
」
の
間
に
は
何
も
な
い
と
語

っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
輪
廻
の
世
界
と
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
の

関
係
に
相
応
し
て
い
る
。
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
は
け
っ
し
て
「
彼

岸
」
で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
菩
薩
の
態
度
は
、
ブ
ッ
ダ
の
説
い

た
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
な
い
。
む
し
ろ
大
乗

の
菩
薩
は
民
衆
救
済
と
い
う
次
元
に
お
い
て
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を

捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
救
済

行
為
は
、
自
己
の
内
奥
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
永
遠
な
る
ブ
ッ

ダ
の
慈
悲
の
発
露
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

東
方
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
間
の
神
化
の
思
想
は
、
原
罪

意
識
に
も
と
づ
く
倫
理
的
行
為
を
強
調
す
る
西
方
教
会
と
比
較

す
る
と
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
親
近
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

両
者
の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
も
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し
超

越
者
と
人
間
と
の
一
致
を
中
心
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
、
し
か
も

超
越
者
を
自
己
の
内
奥
に
お
い
て
見
る
こ
と
は
、
両
者
の
共
通

項
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
東
方
神
学
の
研
究
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は
、
と
く
に
日
本
に
お
い
て
は
、
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り

で
あ
る
。
ロ
ー
ス
キ
ィ
や
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
の
研
究
成
果
を
踏

ま
え
、
さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
い
け
ば
、
人
間
存
在
に
お
け
る

未
知
の
深
層
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
前
に
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対
話
の
新
た
な
段
階
に
わ

れ
わ
れ
は
昇
る
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

注（
１
）
Ｖ
･
ロ
ー
ス
キ
ィ
、『
キ
リ
ス
ト
教
東
方
の
神
秘
思
想
』、
宮
本

久
雄
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
、
三
六
頁
。

（
２
）
イ
ス
ラ
エ
ル
の
エ
ズ
レ
ル
平
野
に
あ
る
標
高
五
五
〇
メ
ー
ト
ル

の
山
。
タ
ボ
ル
山
は
『
旧
約
聖
書
』
た
と
え
ば
、『
土
師
記
』

第
四
章
六
節
、『
詩
編
』
第
八
九
章
一
三
節
に
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、『
新
約
聖
書
』
に
は
そ
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
キ
リ

ス
ト
の
変
容
が
記
さ
れ
て
い
る
福
音
書
の
箇
所
、『
マ
タ
イ
』

第
一
七
章
第
一
―
一
三
節
、『
マ
ル
コ
』
第
九
章
二
―
一
三
節
、

『
ル
カ
』
九
章
二
八
―
三
六
節
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
た
だ

「
高
い
山
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

「
高
い
山
」
が
タ
ボ
ル
山
で
あ
る
と
い
う
断
定
は
聖
書
の
記
述

か
ら
は
確
定
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
タ
ボ
ル
山
の
五
五
〇
メ
ー

ト
ル
と
い
う
標
高
か
ら
考
え
る
と
、
形
容
詞
「
高
い
」
を
付
す

に
は
躊
躇
し
た
く
な
る
こ
と
か
ら
、「
高
い
山
」
と
は
イ
ス
ラ

エ
ル
の
北
に
あ
る
標
高
二
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
ヘ
ル
モ
ン
山
で

あ
る
と
解
釈
す
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
東
方
教
会
は

一
貫
し
て
こ
の
「
高
い
山
」
を
タ
ボ
ル
山
で
あ
る
と
み
て
い

る
。

（
３
）
イ
エ
ス
在
世
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
を
支
配
し
て
い
た
ヘ
ロ
デ
大
王
の

息
子
フ
ィ
リ
ポ
が
統
治
し
て
い
た
地
名
。
ヘ
ロ
デ
大
王
が
紀
元

前
二
五
年
に
地
中
海
に
建
設
し
た
都
市
「
カ
イ
サ
リ
ア
」
と
区

別
す
る
た
め
に
こ
の
名
称
で
呼
ば
れ
た
。
現
在
は
パ
ニ
ア
ス
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

（
４
）『
ル
カ
』
は
、
こ
の
と
き
イ
エ
ス
は
祈
っ
て
い
た
と
伝
え
て
い

る
。

（
５
）『
マ
ル
コ
』
で
は
「
こ
の
世
の
ど
ん
な
さ
ら
し
職
人
の
腕
も
及

ば
ぬ
ほ
ど
白
く
な
っ
た
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
人
預
言
者
の
一
人
で
、
最
後
の
審

判
の
前
に
天
か
ら
再
来
し
て
く
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
こ
の
三
人
の
語
り
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
ル
カ
』
だ
け
が

「
イ
エ
ス
が
エ
ル
サ
レ
ム
で
遂
げ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
最
期
」

で
あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。

（
８
）
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
、『
言

ロ
ゴ
ス

の
受
肉
』、
小
高
毅
訳
、『
中
世
思
想
原

典
集
成
２
盛
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
』
一
九
九
二
年
、
上
智
大
学
中

世
思
想
研
究
所
、
一
三
四
頁
。

（
９
）L

udw
ig

W
ittgenstein,

T
agebücher

1914 -1916
,

L
udw

ig

W
ittgenstein

W
erkausgabe

B
d.

I,
E

rste
A

uflage
1989 ,

Suhrkam
p,S.168 .
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（
10
）T

ractus
logico-philosophicus,

S
.
14 .:
2 .04

D
ie

G
esam

theit

der
bestehenden

Sachverhaltistdie
W

elt.

（
11
）T

ractus
logico-philosophicus,

S.
84 .:
6 .4321

D
ie

T
atsachen

gehören
alle

nur
zur

A
ufgabe,nichtzur

L
ösung.

（
12
）T

ractus
logico-philosophicus,

S.84 .:
6 .4321

Ist
denn

dieses

ew
ig

e
L

eb
en

d
an

n
n

ich
t

eb
en

so
rätselh

aft
w

ie
d

as

gegenw
ärtige

?

（
13
）L

udw
ig

W
ittgenstein,

T
agebücher

1914 -1916
,

S.167 .:
D

as

G
ebetistder

G
edanke

an
den

Sinn
des

L
ebens.

（
14
）T

ractus
logico-philosophicus,

S
.
67 .:

D
ie

W
elt

und
das

L
eben

sind
E

ins.

（
15
）T

ractus
logico-philosophicus,S.84 .:6 .4321

D
ie

L
ösung

des

R
ätsels

des
L

ebens
in

R
aum

und
Z

eit
liegt

außerhalb
von

R
aum

und
Z

eit.

（
16
）John

C
lim

acus,T
he

L
adder

of
D

evine
A

scent,translation
by

C
olm

L
uibheid

and
N

orm
an

R
ussel,

notes
on

translation
by

N
orm

an
R

ussel,
introduction

by
K

allistos
W

are

（T
he

C
lassics

of
W

estern
Spirituality

）,N
ew

Y
ork/R

am
sey

/

T
ronto

1982 ,p.274 .

ク
リ
マ
ク
ス
の
『
楽
園
の
梯
子
』
か
ら
の
引
用
は
以
上
の
英

訳
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
さ
い
に
つ
ぎ
の
日
本
語

訳
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
手
塚
奈
々
子
訳
〔『
中
世

思
想
原
典
集
成
３
後
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
・
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
思

想
』、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
、
一
九
九
四
年
、
所
収
〕。

（
17
）John

C
lim

acus,T
he

L
adder

ofD
evine

A
scent,p.263 .

（
18
）
ジ
ャ
ン
・
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
、『
聖
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
パ
ラ
マ
ス

―
東
方
キ
リ
ス
ト
教
会
の
神
秘
生
活
―
』、
岳
野
慶
作
訳
、
中

央
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
一
五
頁
参
照
。

（
19
）『
マ
ル
コ
』
第
一
章
三
五
節
お
よ
び
『
ル
カ
』
第
四
章
四
二
節

参
照
。

（
20
）『
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
』
第
五
章
一
七
節
、「
絶
え

ず
祈
り
な
さ
い
」。

（
21
）
新
神
学
者
シ
メ
オ
ン
、『
１
０
０
の
実
践
的
・
神
学
的
主
要
則
』

（K
εφ�

λαια
π

α
K

ι K�
Kα�

θεoλo
ι K�
：

C
enturia

）
第

七
六
節
。
こ
の
書
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
も
の
を
用
い
た
。

S
ym

éon
le

N
ouveau

T
héologien

;
C

hapitres
T

héologiques

G
n

o
stiq

u
es

et
P

ratiq
es,

in
tro

d
u

ctio
n

,
tex

te
critiq

u
e,

traduction
et

notes
par

Jean
D

arrouzès,
D

euxièm
e

édition

av
ec

la
co

llab
o

ratio
n

d
e

L
o

u
is

N
ey

ran
d

（S
o

u
rces

C
hrétienne

51
bis

）,Paris
1980 ,pp.40 -101 .

な
お
、
翻
訳
の
さ
い
に
は
、
同
書
で
対
訳
と
な
っ
て
い
る
仏

語
訳
を
参
照
し
た
。
さ
ら
に
日
本
語
訳
と
し
て
は
次
の
も
の
を

参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
篠
崎
榮
訳
〔『
中
世
思
想
原
典
集

成
３
後
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
・
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
思
想
』、
上
智
大

学
中
世
思
想
研
究
所
、
一
九
九
四
年
、
所
収
〕。

（
22
）John

C
lim

acus,T
he

L
adder

ofD
evine

A
scent,p.270 .

（
23
）『
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
第
二
章
一
九
―
二
〇
節
。
な

お
、
聖
書
か
ら
の
引
用
は
『
新
共
同
訳
聖
書
』
に
よ
る
。

（
24
）『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
第
一
〇
章
四
節
。

（
25
）
も
と
も
と
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
は
「
無
感
動
」
あ
る
い
は
「
無
感
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覚
」
を
意
味
す
る
。
ス
ト
ア
派
に
お
い
て
は
、
宇
宙
を
支
配
す

る
ロ
ゴ
ス
に
則
し
て
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
、
情

念
に
支
配
さ
れ
な
い
状
態
の
こ
と
を
「
ア
パ
テ
イ
ア
」
と
称
し

た
。
し
か
し
東
方
神
学
に
お
い
て
は
、
情
念
を
完
全
に
解
消
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、
情
念
を
浄
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祈
り

を
通
じ
て
聖
霊
の
恩
恵
に
達
す
る
こ
と
を
「
不
受
動
心
」
と
称

し
た
。

（
26
）John

C
lim

acus,T
he

L
adder

ofD
evine

A
scent,p.282 .

（
27
）Sym

éon
le

N
ouveau

T
héologien

;
C

hapitres
T

heologiques

G
nostiques

etP
ratiqes,p.44 .

（
28
）「
カ
リ
ス
マ
」
と
は
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
東
方
教
会
に

お
い
て
は
「
神
の
恩
賜
」
を
意
味
す
る
。
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
は
、
人
間
が
そ
れ
自
身
で
獲
得
で
き
る
徳
に
対
し
て
、

神
か
ら
直
接
人
間
に
与
え
ら
れ
る
徳
を
区
別
す
る
。
前
者
に
お

い
て
は
、「
賢
慮
」（prudential

）、「
正
義
」（iustitia

）、「
勇
気
」

（fortitude

）
そ
し
て
「
節
制
」（tem

perantia
）
す
な
わ
ち
「
枢

要
徳
」（virtus

cardinalis

）
が
代
表
さ
れ
、
後
者
の
徳
は
「
注

入
徳
」
（v

irtu
s

in
fu

sa

）
あ
る
い
は
「
対
神
徳
」
（v

irtu
s

theologica

）
と
い
わ
れ
る
「
信
仰
」（fides

）、「
希
望
」（spes

）

そ
し
て
「
愛
」（caritas

）
で
あ
る
。

（
29
）John

C
lim

acus,T
he

L
adder

ofD
evine

A
scent,p.271 .

（
30
）John

C
lim

acus,T
he

L
adder

ofD
evine

A
scent,p.277 .

（
31
）John

C
lim

acus,T
he

L
adder

ofD
evine

A
scent,p.282 .

（
32
）John

C
lim

acus,T
he

L
adder

ofD
evine

A
scent,p.284 .

（
33
）
一
二
九
六
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
に
生
ま
れ
、
両
親

が
皇
帝
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
二
世
バ
ラ
イ
オ
ロ
ゴ
ス
に
仕
え
て
い

た
関
係
で
、
宮
廷
の
な
か
で
教
育
を
受
け
た
。
二
十
歳
の
頃
、

彼
は
修
道
生
活
に
入
り
、
父
の
死
後
、
兄
弟
と
と
も
に
ア
ト
ス

山
で
二
十
年
間
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
実
践
に
励
ん
だ
。
ア
ト
ス
山

は
ギ
リ
シ
ア
北
部
に
あ
る
ハ
ル
キ
デ
ィ
キ
半
島
に
位
置
す
る
標

高
二
〇
三
三
メ
ー
ト
ル
の
山
で
、「
聖
山
ア
ト
ス
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
九
世
紀
頃
か
ら
修
道
者
が
共
同
生
活
を
営
む
よ
う
に

な
り
、
九
六
三
年
に
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
が
建
て
た
大
ラ
ウ
ラ
修
道

院
を
中
心
と
し
て
多
く
の
修
道
者
を
集
め
、
今
日
に
お
い
て
も

東
方
正
教
会
の
「
聖
山
」
で
あ
る
。
パ
ラ
マ
ス
は
一
三
二
六
年

に
叙
階
さ
れ
司
祭
と
な
り
、
四
七
年
に
は
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
大
主

教
と
な
る
。
彼
の
生
涯
の
う
ち
で
彼
の
名
を
有
名
に
し
た
の
は
、

後
述
す
る
が
、
バ
ル
ラ
ア
ム
と
の
い
わ
ゆ
る
「
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト

論
争
」
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
彼
が
著
し
た
『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ

ス
ト
の
た
め
の
弁
護
』
が
主
著
と
な
っ
た
。
な
お
、
パ
ラ
マ
ス

研
究
は
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
（John

M
eyendorff,

1926 -1992

）

を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
日
本
に
お
け
る
本
格
的
研

究
を
推
進
し
て
い
る
の
は
大
森
正
樹
で
あ
る
。
大
森
が
著
し
た

『
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
光
の
神
学
―
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス

研
究
―
』〔
二
〇
〇
〇
年
、
創
文
社
〕
は
日
本
で
は
じ
め
て
刊

行
さ
れ
た
パ
ラ
マ
ス
研
究
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
。
筆
者

は
こ
の
書
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。

（
34
）
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
、『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た

め
の
弁
護
』、
大
森
正
樹
訳
、『
中
世
思
想
原
典
集
成
３
後
期
ギ

リ
シ
ア
教
父
・
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
思
想
』、
上
智
大
学
中
世
思
想
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研
究
所
、
一
九
九
四
年
、
八
二
一
頁
。

（
35
）
た
と
え
ば
「
ポ
チ
」
と
い
う
名
を
持
つ
犬
が
目
の
前
に
い
た
と

す
る
。
問
い
「
ポ
チ
と
は
何
か
」
に
対
し
て
、「
犬
で
あ
る
」

と
い
う
答
え
が
出
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
「
犬
」
は
存
在

者
「
ポ
チ
」
の
本
質
を
表
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
哲
学
で
は
「
ポ
チ
」
を
第
一
実
体
、「
犬
」
を
第
二
実
体

と
称
す
る
。
し
か
し
問
い
「
神
と
は
何
か
」
の
場
合
、
そ
の
答

え
が
た
と
え
ば
「
善
」、「
生
命
」
あ
る
い
は
「
存
在
」
と
表
示

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
が
主
語
「
神
」
を
述
語
づ
け

る
こ
と
に
な
り
、
神
を
人
間
が
限
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
神
に
お
け
る
無
限
性
・
完
全
性
を
有
限
で
不
完
全
な
る
存

在
者
で
あ
る
人
間
が
限
定
す
る
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い

て
も
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
本
質
を
人
間
が
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
概
念
「
犬
」
あ
る
い
は
「
人
間
」
は
実
際
に
は
視

覚
の
対
象
で
は
な
い
。
今
目
の
前
に
い
る
ポ
チ
は
「
犬
」
の
な

か
の
一
種
類
（
た
と
え
ば
〔
柴
犬
〕）
で
あ
り
、
そ
の
種
類
の

な
か
の
一
匹
で
あ
る
。
つ
ま
り
ポ
チ
は
犬
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、「
犬
」
は
視
覚
の
対
象
で
は
な
く
、
知
性
の
対

象
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
神
の
本
質
が
い
か
な

る
意
味
に
お
い
て
も
理
解
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
神
の
把
握

は
人
間
に
お
け
る
自
然
知
性
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

（
36
）G

regory
P

alam
as,

T
he

T
riads,

edited
w

ith
an

introduction

by
John

M
eyendorff

translation
by

N
icholas

G
endle

（T
he

C
lassics

ofW
estern

Spirituality

）,1983 ,N
ew

Y
ork/R

am
sey

/

T
oronto,p.100 .

（
37
）
こ
の
語
も
哲
学
的
に
い
え
ば
、
も
と
も
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

哲
学
に
属
し
、「
現
実
態
」
と
訳
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
可
能

態
」
と
訳
さ
れ
る
「
デ
ュ
ナ
ミ
ス
」（δ

�
να

ι ς

）
の
反
対
概
念

と
し
て
表
示
さ
れ
る
。
こ
の
現
実
態
と
可
能
態
と
い
う
対
立
構

図
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
全
般
に
わ
た
っ
て
中
心
的
な
役
割

を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
粘
土
の
塊
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
を

つ
く
る
過
程
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
だ
手
を
加
え
る
以
前
の
粘

土
の
状
態
か
ら
、
手
で
こ
ね
な
が
ら
像
の
完
成
ま
で
の
時
間
的

過
程
に
お
け
る
段
階
が
可
能
態
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
が

完
成
さ
れ
た
状
態
を
現
実
態
と
い
う
。
質
料
（λ�

）
・
形
相

（ε �δo
ς

）
と
い
う
構
図
で
考
え
れ
ば
、
粘
土
が
質
料
で
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
像
が
形
相
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
可
能
態
か
ら
現

実
態
へ
の
移
行
は
質
料
か
ら
質
料
と
形
相
と
の
複
合
体
へ
の
移

行
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
。

（
38
）
パ
ラ
マ
ス
が
神
に
お
い
て
ウ
ー
シ
ア
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
認
め

た
こ
と
は
、
当
時
か
ら
論
争
を
巻
き
起
こ
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

神
の
う
ち
に
お
い
て
ウ
ー
シ
ア
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
実
在
論
的

に
区
別
す
る
こ
と
は
、
神
の
単
純
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
パ
ラ
マ
ス
は
両
者
の
同
一
性
に
関
し
て
は
そ
れ
ほ
ど

綿
密
に
明
示
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の

問
題
は
現
在
の
パ
ラ
マ
ス
研
究
に
お
い
て
も
最
大
の
難
関
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
大
森
正
樹
は
前
掲
書
の
「
あ
と
が
き
」

で
「
絶
対
に
避
け
て
は
通
れ
な
い
が
、
し
か
し
可
能
な
ら
、
触

’
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れ
た
く
は
な
い
、
泥
沼
的
問
題
点
」（
三
七
二
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。
パ
ラ
マ
ス
研
究
の
専
門
家
で
さ
え
「
泥
沼
的
問
題
点
」

と
呼
ん
で
い
る
問
題
を
本
論
で
も
し
扱
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

「
泥
沼
」
ど
こ
ろ
か
「
底
な
し
沼
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
は

ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論
で
は
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
詳
し
い
言
及
を
避
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
39
）
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
、『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た

め
の
弁
護
』、
大
森
正
樹
訳
、
八
二
一
頁
。

（
40
）
た
と
え
ば
「
神
は
善
で
あ
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
不
完
全
な
人
間
が
完
全
な
る
神
を
語
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
限
界
が
あ
る
。
こ
う
し
た
肯
定
神
学
（t h
eo

lo
g

ia

positive

）
に
対
し
、
か
え
っ
て
「
神
は
善
で
は
な
い
」
と
表
現

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
完
全
性
を
表
示
し
よ
う
と
す
る
の

が
否
定
神
学
で
あ
る
。

（
41
）
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
、『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た

め
の
弁
護
』、
大
森
正
樹
訳
、
八
二
一
頁
。

（
42
）
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
ラ
ア
ム
は
ト
マ
ス
の
見
解

を
「
奸
悪
で
傲
慢
な
悪
魔
と
無
縁
で
な
い
霊
魂
か
ら
発
す
る
も

の
」（
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
、
岳
野
慶
作
訳
、
前
掲
書
、
百
四
頁
）

と
見
な
し
て
い
た
。

（
43
）
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
、
岳
野
慶
作
訳
、
前
掲
書
、
百
五
頁
。

（
44
）
そ
の
後
バ
ル
ラ
ア
ム
は
イ
タ
リ
ア
に
帰
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改

宗
し
、
ジ
ェ
ラ
ー
チ
ェ
の
司
教
に
な
っ
て
い
る
。
彼
は
晩
年
、

ペ
ト
ラ
ル
カ
に
ギ
リ
シ
ア
語
を
教
授
し
た
。

（
45
）
キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
に
よ
れ
ば
、
神
は
い
か
な
る
意
味
に
お

い
て
も
物
体
で
は
な
い
し
、
物
体
を
有
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ

は
教
会
の
東
西
を
問
わ
ず
、
普
遍
的
な
教
義
で
あ
る
。

ち
な
み
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
『
神
学
大
全
』（Sum

m
a

T
heologiae

）
第
一
部
第
三
問
題
第
一
項
、
命
題
「
神
は
物
体

（corpus

）
で
は
な
い
」
に
対
し
て
、
三
つ
の
観
点
か
ら
論
証
を

試
み
て
い
る
。
ま
ず
、
物
体
は
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

て
も
、
他
者
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
動
く
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
神
は
、
第
二
問
題
第
三
項
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た

よ
う
に
、
動
か
さ
れ
な
い
第
一
動
者
（p

rim
u

m
m

o
v

en
s

im
m

obile

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
物
体
で
は
な
い
。

第
二
の
観
点
は
、
神
に
は
可
能
態
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
論

拠
に
し
て
、
神
が
物
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
世
界
の
す
べ
て
を
創
造
し
た
第
一

原
因
な
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
の
存
在
そ
し
て
そ
の

生
成
消
滅
は
、
神
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
神

は
第
一
有
（prim

um
ens

）
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
変
化

し
て
い
く
す
べ
て
の
物
体
は
可
能
態
か
ら
現
実
態
に
移
行
し
て

い
く
。
た
と
え
ば
、
水
が
湯
に
な
っ
て
い
く
過
程
は
、
水
に
お

け
る
可
能
態
と
し
て
の
湯
が
現
実
に
湯
に
な
っ
て
い
く
と
い
う

運
動
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
運
動
を
時
間
的
に
見
れ
ば
、
湯
は

現
実
態
に
お
け
る
よ
り
も
可
能
態
と
し
て
の
ほ
う
が
先
で
あ

る
。
し
か
し
あ
る
も
の
が
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
と
移
行
し
て

い
く
た
め
に
は
、
す
で
に
現
実
態
に
あ
る
も
の
の
は
た
ら
き
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
の
例
で
い
え
ば
、
水
が
湯
に
移

行
し
て
い
く
た
め
に
は
、
水
は
す
で
に
現
実
態
と
し
て
あ
る
火
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の
は
た
ら
き
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
時

間
あ
る
い
は
運
動
と
い
う
観
点
の
も
と
で
み
れ
ば
、
現
実
態
よ

り
も
可
能
態
の
ほ
う
が
先
で
あ
る
が
、
そ
の
運
動
そ
れ
自
体
は

す
で
に
現
実
態
に
あ
る
も
の
の
は
た
ら
き
を
前
提
に
し
て
い
る

以
上
、
現
実
態
の
ほ
う
が
先
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
は

第
一
有
な
の
で
あ
る
か
ら
、
神
の
う
ち
に
は
い
か
な
る
可
能
態

も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
物
体
で
は
な
い
。

第
三
の
観
点
は
神
の
高
貴
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
物

体
の
な
か
に
は
生
き
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
生
き
て
い
な
い

も
の
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
物
体
は
、
生
き
て
い
な

い
物
体
に
対
し
て
よ
り
高
貴
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か

し
、
物
体
が
生
き
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
物
体
で
あ
る
か
ら
で

は
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
物
体
は
す
べ
て
生
き
て
い

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体

が
魂
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
き
て
い
る
物
体

は
他
者
に
よ
っ
て
よ
り
高
貴
な
る
存
在
す
な
わ
ち
生
命
を
付
与

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
者
と
は
物
体
よ
り
高
貴
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、
神
は
物
体
で
は
な
い
。

し
か
し
た
と
え
ば
、
『
創
世
記
』
第
一
章
二
六
節
に
は
、

「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
」（et

ait

faciam
us

hom
inem

ad
im

aginem
et

sim
ilitudinem

nostram

）

と
神
自
身
が
語
っ
て
い
る
。
こ
の
個
所
で
は
、
人
間
が
「
神
の

似
姿
」（im

ago
D

ei

）
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。

神
が
物
体
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
「
神
の
似
姿
」
は
い
か
に
解

釈
さ
れ
る
の
か
が
こ
こ
で
問
題
に
な
る
。
ト
マ
ス
は
、「
神
の

似
姿
」
と
は
身
体
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
生
物
に
ま

さ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
が
本
性
的
に
有
す
る
知
性
と
理
性

に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
知
性
と
理
性

と
が
非
物
体
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
が
「
神
の
似
姿
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
神
は
物
体
で
は

な
い
し
、
ま
た
身
体
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
可
視
的
対

象
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
神
を
感
覚

的
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
神
の
完
全
性
を
損
な
う
結
果
と
な

り
、
異
端
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
本
論
の
文
脈
か
ら
言
え
ば
、

バ
ル
ラ
ア
ム
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
批
判
の
主
要
契
機
の
一
つ
と
し

て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
メ
ッ
サ
リ
ア
派
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら

は
儀
式
を
重
視
せ
ず
、
祈
り
に
よ
っ
て
人
間
の
救
い
は
も
た
ら

さ
れ
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張

し
、
異
端
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
た
。
バ
ル
ラ
ア
ム
は
ヘ

シ
ュ
カ
ス
ト
を
メ
ッ
サ
リ
ア
派
と
同
一
視
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
パ
ラ
マ
ス
は
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
神
の
本
質
か
ら
区
別

し
、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
に
よ
っ
て
見
神
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主

張
す
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
神
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

身
体
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
当
然
な
が

ら
起
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
受
肉
神
学
に
か
か
わ
る
問

題
で
あ
る
。
本
来
に
お
い
て
身
体
を
有
す
る
こ
と
の
な
い
神
が

身
体
を
も
っ
て
こ
の
世
界
に
出
現
し
、
身
体
的
苦
痛
を
味
わ
う

の
は
、
た
だ
人
間
へ
の
愛
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
が
人
間
に
対
す
る
神
の
自
己
犠
牲
的
愛
な
の
で
あ
る
。
受

肉
と
十
字
架
上
の
死
が
神
の
愛
の
証
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の

は
、
神
が
本
来
身
体
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
46
）
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
、『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た

め
の
弁
護
』、
大
森
正
樹
訳
、
八
三
九
頁
。

（
47
）
前
掲
書
、
八
五
三
頁
。

（
48
）
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
受
肉
を
解
釈
す
る
の
は
西
方
の
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
以
下
の
拙
論
を

参
照
さ
れ
た
い
。

山
崎
達
也
、「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
受
肉
神
学
へ
の
序
説
」、『
東
洋
哲

学
研
究
所
紀
要
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
。

（
49
）T

he
M

inor
A

nthologies
of

T
he

PaliC
anon

PartII.U
D

A
N

A
:

V
erses

of
U

pliftand
IT

IV
U

T
T

A
K

A
:A

s
ItW

as
Said,transl.

by
F.L

.W
oodw

ard,O
xford

1996 ,U
D

A
N

A
,V

III
iv,pp.98 -

99 .

（
50
）T

he
Sacred

B
ooks

of
T

he
E

ast,
transl.

and
edited

by
F

.

M
üller,

vol.
x

P
art

I.
D

H
A

M
M

A
P

A
D

A
,

P
art

II.
S

U
T

T
A

-

N
IPA

T
A

,D
elhi1973 ,p.83 .

（
51
）
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
、
岳
野
慶
作
訳
、
前
掲
書
、
一
三
二
頁
。

（
52
）
中
村
元
、『
人
類
の
知
的
遺
産
13

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
』、
講

談
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
一
七
頁
。

（
や
ま
ざ
き
　
た
つ
や
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）
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