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ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
神
学
と
哲
学

芝
元
航
平

　

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
芝
元
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
題
は
、

﹁
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
神
学
と
哲
学
﹂
と
い
う
、
い

か
に
も
漠
然
と
し
た
題
名
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
と
言
い
ま
す
と
、
皆
さ
ん
﹃
神
学
大

全
﹄︵Sum

m
a Theologiae

︶
と
い
う
主
著
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
と
お
り
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は

非
常
に
大
き
な
体
系
的
著
作
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
皆

さ
ん
も
ご
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
語
訳
も
創
文
社

に
よ
っ
て
一
九
六
〇
年
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
二
〇

一
二
年
で
し
た
か
、
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
よ
う
や
く
完
結
し

て
い
ま
す
。
こ
の
翻
訳
は
全
体
で
四
十
五
巻
に
も
な
る
と
い
う

非
常
に
大
き
な
も
の
で
す
。
本
日
は
、
そ
の
﹃
神
学
大
全
﹄
の
中

で
も
、
ト
マ
ス
が
﹁
神
学
と
哲
学
﹂
の
関
係
、
ひ
い
て
は
﹁
信
仰
と

理
性
﹂
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
軸
に
し
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

１　

生
涯
と
『
神
学
大
全
』
の
概
要

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
学
び
、
位
置
づ
け
、
活
用
す
る

　

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
︵Thom

as A
quinas 

１
２
２
４
／
２
５
-
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１
２
７
４
年
︶
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
︵A

ugustinus 

３
５
４
-

４
３
０
年
︶
や
ア
ン
セ
ル
ム
ス
︵A

nselm
us 

１
０
３
３
／
３
４
-
１

１
０
９
年
︶
と
並
ん
で
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
神
学
者
・
哲

学
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
彼
に
と
っ
て
の
最

大
の
課
題
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
︵A

ristoteles 

前
３
８
４
–３
２
２

年
︶
の
哲
学
に
対
し
て
ど
う
い
う
対
応
を
取
る
か
と
い
う
こ
と
に

あ
っ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

十
字
軍
の
遠
征
を
契
機
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と

い
う
も
の
が
十
二
世
紀
以
降
、
西
欧
に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
、

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
の
一
部
分
し
か
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
論
理
学
、
形
而
上
学
や
、
倫
理
学
、
政
治
学
と
い
っ
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体
系
的
な
哲
学
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
大
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
特
に
イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
︵Ibn 

R
ushd 

１
１
２
６
-
１
１
９
８
年
︶

─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ア
ヴ
ェ

ロ
エ
ス
︵Averroes

︶
の
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た

─
と
い
う

イ
ス
ラ
ー
ム
の
哲
学
者
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
基
づ
い
て

﹁
知
性
の
単
一
性
﹂
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
人
々
が
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
は
知
性
が
一
つ
し
か
存
在
し
な
い

と
い
う
主
張
で
す
。
あ
る
い
は
、﹁
世
界
の
永
遠
性
﹂
と
い
う
主

張
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
が
永
遠
の
過
去
か
ら
存
在
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
理
性
に
よ
っ
て
哲
学
的
に
論
証
可
能
で
あ
る
と

い
う
主
張
を
も
つ
人
た
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
主
張
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
は
相
容
れ
な
い

哲
学
的
主
張
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
た
と
え

ば
、
知
性
が
一
つ
し
か
存
在
し
な
け
れ
ば
個
人
の
責
任
と
い
う

こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、
罪
と
か
善
悪
と
か
、
あ
る
い
は
個
人
の
道
徳
や
救
い
と

い
う
こ
と
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ

る
わ
け
で
す
。
ま
た
、﹁
世
界
の
永
遠
性
﹂
と
い
う
こ
と
を
主
張

し
て
し
ま
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
で
は
、
旧
約
聖
書
の
﹁
創

世
記
﹂
の
冒
頭
に
、﹁
初
め
に
、
神
は
天
地
を
創
造
さ
れ
た
﹂

︵
第
一
章
、
第
一
節
、
新
共
同
訳
︶
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
と
矛
盾
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

と
は
相
容
れ
な
い
主
張
を
す
る
﹁
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
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義
﹂、
あ
る
い
は
最
近
で
は
﹁
急
進
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
﹂

と
呼
ば
れ
た
り
も
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
主
張

す
る
人
々
が
現
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
保
守
的

な
神
学
者
か
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
い
う
も
の
が
危

険
思
想
の
一
種
と
し
て
敵
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

う
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
本
格
的
な
紹
介
導
入
と
い

う
こ
と
を
契
機
と
し
て
、﹁
神
学
と
哲
学
﹂﹁
信
仰
と
理
性
﹂
の

関
係
と
い
う
も
の
が
非
常
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
き
た
わ
け

で
す
。

　

こ
の
問
題
に
対
す
る
ト
マ
ス
の
基
本
的
な
立
場
は
、﹁
信
仰
﹂

と
﹁
理
性
﹂
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
調
和
す
る
と
い
う

も
の
で
す
。
一
方
に
は
、
信
仰
に
基
づ
く
神
学
が
あ
り
ま
す
。

神
学
は
、
信
仰
を
前
提
と
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
人

間
の
理
性
に
基
づ
く
哲
学
も
同
じ
一
つ
の
真
理
を
述
べ
て
い
る

わ
け
で
す
。
一
つ
の
真
理
を
述
べ
て
い
る
以
上
は
、
両
者
の
主

張
が
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
が
ト
マ
ス
の
基
本
的
な
立
場
と
言
え
る
か
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
ト
マ
ス
の
言
葉
に
、﹁
恩
寵
は

自
然
本
性
を
廃
棄
す
る
の
で
な
く
、
こ
れ
を
完
成
す
る
﹂︵﹃
神
学

大
全
﹄
第
一
部
、
第
一
問
題
、
第
八
項
︹
創
文
社
版
、
第
一
分
冊
、
二

五
頁
︺
を
参
照
︶
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。﹁
恩
寵
﹂

─
﹁
恩

恵
﹂
と
も
言
い
ま
す

─
は
ラ
テ
ン
語
で
は
﹁
グ
ラ
テ
ィ
ア
﹂

︵gratia

︶
で
、﹁
自
然
本
性
﹂
は
﹁
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
﹂︵natura

︶
で
す
。

つ
ま
り
、
英
語
のgrace

とnature

で
す
。
自
然
本
性
は
そ
れ
ぞ

れ
の
事
物
が
本
質
的
に
も
っ
て
い
る
在
り
方
、
も
の
の
あ
り
の

ま
ま
の
﹁
本
性
﹂
の
こ
と
で
す
が
、
恩
寵
は
そ
の
自
然
本
性
を

超
え
た
神
か
ら
の
恵
み
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
ト
マ
ス
の
こ
の

言
葉
は
、
こ
の
両
者
が
対
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
然
本
性
は
そ
れ
自
体
で
は
不

十
分
で
恩
寵
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と

も
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

ト
マ
ス
は
理
性
に
基
づ
く
哲
学
、
あ
る
い
は
哲
学
的
諸
学
問

─
当
時
の
哲
学
は
自
然
学
や
数
学
な
ど
も
含
む
非
常
に
幅
広

い
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
ま
し
た

─
そ
う
い
う
哲
学
的
な
諸

学
問
が
学
問
と
し
て
自
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
一

方
、
ト
マ
ス
が
所
属
し
て
い
た
ド
ミ
ニ
コ
会
と
同
時
期
に
成
立

し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
と
い
う
修
道
会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
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フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
学
派
最
大
の
神
学
者
に
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ

︵B
onaventura 

１
２
１
７
／
２
１
-
１
２
７
４
年
︶
と
い
う
人
が
い
ま

す
が
、
彼
は
信
仰
の
援
け
を
得
な
い
哲
学
は
必
然
的
に
誤
り
に

陥
る
と
考
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
哲
学
は
単
独
で
は
必
ず
誤
り

に
陥
る
と
考
え
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
立
場
と
は
対
照
的

に
ト
マ
ス
は
、
人
間
理
性
と
い
う
も
の
を
非
常
に
信
頼
し
て
い

た
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
理
性
に
対
す
る
信
頼
を
背
景
に
し
て
、
ト

マ
ス
は
信
仰
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
点
で
も
非
常
に
興
味
深

い
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、﹁
暗
黙
的
な
信
仰
﹂
と
い

う
概
念
で
す
。
も
っ
と
も
、
ト
マ
ス
は
そ
れ
を
主
題
と
し
て
論

じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
明
示
的
な
信
仰
が
必
要
だ
と
い

う
主
張
と
の
関
連
で
議
論
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
ば
確

か
に
そ
の
と
お
り
で
す
。

　

た
だ
、
私
は
、
こ
の
﹁
暗
黙
的
な
信
仰
﹂
と
い
う
概
念
は
、

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
の
信
仰
を
真
の
信
仰
と
し
て
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
観
点
か
ら
は
他
宗
教
の

信
仰
者
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
者
よ
り
も
大
き
な
信
仰
を
も
つ

可
能
性
を
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
そ
の
点
で
、
今
日
そ
の
重
要
性
が
さ
か
ん
に
言

わ
れ
て
い
る
﹁
宗
教
間
対
話
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
も
非

常
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
般

に
は
、
ト
マ
ス
に
は
、
護
教
的
な
、
つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
教
義
・
ド
グ
マ
の
守
護
者
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
わ
け

で
す
が
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ト
マ
ス
の

一
面
を
示
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
用
い
て
ゴ
シ
ッ
ク
建

築
に
も
譬
え
ら
れ
る
よ
う
な
壮
大
な
神
学
の
体
系
を
﹃
神
学
大

全
﹄
と
い
う
著
作
と
し
て
つ
く
り
上
げ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
と
お
り
で
あ
り
ま
し
て
、
ト
マ
ス
が
築
き
上

げ
た
体
系
が
、
現
在
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
も
教
義
神

学

─
組
織
神
学
と
も
言
い
ま
す

─
の
大
き
な
枠
組
み
と

な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
ト
マ
ス
の
神
学
の
背
景
に
は
、
あ
る
意
味
非
常
に
人
間
中

心
的
な
、
人
間
と
い
う
も
の
を
非
常
に
重
視
し
た
立
場
、
人
間

の
理
性
を
非
常
に
尊
重
し
た
立
場
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
か
ら
、
ト
マ
ス
は
﹁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
﹂
を
利
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用
し
た
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
著
作
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
非
常
に
膨
大
か
つ
詳
細
な

注
解
を
書
い
て
い
ま
す
。﹃
形
而
上
学
﹄﹃
自
然
学
﹄﹃
ニ
コ
マ
コ

ス
倫
理
学
﹄﹃
政
治
学
﹄
と
い
っ
た
主
要
著
作
に
対
す
る
注
解
や
、

そ
の
他
の
著
作
に
対
す
る
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。﹃
命
題

論
﹄
や
﹃
分
析
論
後
書
﹄
と
い
っ
た
論
理
学
的
著
作
に
対
し
て

も
注
解
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
、
単
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
徹
底
的
に
理
解
し
よ

う
と
努
め
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ト
マ
ス
の
神
学
体
系
に
お
い
て
も
非
常
に
重
要
な

概
念
と
し
て
、﹁
可
能
態
︱
現
実
態
﹂、
そ
し
て
四
原
因
と
い
う

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
的
概
念
が
あ
り
ま
す
。
可
能
態

─

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
﹁
デ
ュ
ナ
ミ
ス
﹂︵dynam

is

︶、
ラ
テ

ン
語
で
は
﹁
ポ
テ
ン
テ
ィ
ア
﹂︵potentia

︶
で
す

─
、
そ
し

て
現
実
態

─
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
﹁
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
﹂

︵energeia

︶、
ラ
テ
ン
語
で
は
﹁
ア
ク
ト
ゥ
ス
﹂︵actus

︶
で
す

─
と
い
う
概
念
、
そ
れ
に
加
え
て
、
四
原
因
、
す
な
わ
ち
質

料
因
、
形
相
因
、
作
用
因
、
目
的
因
と
い
う
概
念
が
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
哲
学
の
基
本
的
な
概
念
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ

う
い
う
も
の
が
ト
マ
ス
の
体
系
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
神
論
、
創
造
論
、
キ
リ
ス
ト
論
、
恩

寵
論
と
い
っ
た
神
学
的
議
論
に
お
い
て
も
、
ト
マ
ス
は
こ
れ
ら

の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
的
概
念
を
縦
横
無
尽
に
駆
使
し
て

自
ら
の
神
学
の
体
系
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
間
の
す
べ
て
の
認
識
と
い

う
の
は
感
覚
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調
す
る
わ

け
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
知
性
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と

は
﹁
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
﹂︵tabula rasa

︶

─
こ
れ
は
﹁
拭
わ
れ
た

石
板
﹂
と
い
う
意
味
で
す

─
、
す
な
わ
ち
白
紙
で
あ
る
と
言

っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
は
、
生
得
観
念
、
つ
ま

り
感
覚
経
験
に
先
立
っ
て
も
っ
て
い
る
観
念
が
あ
る
わ
け
で
は

な
く
、
人
間
は
あ
く
ま
で
感
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
表
象
像
か

ら
普
遍
的
概
念
を
抽
象
す
る
こ
と
を
通
し
て
知
識
を
得
て
い
く

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
わ
け
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
経
験
主
義
的
な
面
を
ト
マ
ス
は
引
き
継
い

で
い
ま
す
。
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新
プ
ラ
ト
ン
主
義
か
ら
の
影
響

　

こ
の
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
非
常

に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
自
ら
の
神
学
体
系
を
つ
く
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
ト
マ
ス
は
プ
ラ
ト

ン
主
義
の
影
響
も
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
正
確
に
言
う
と
プ
ラ
ト
ン
︵Platon 

前
４
２
７
–

３
４
７
年
︶
の
哲
学
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、﹁
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
﹂
と
い
う
哲
学
思
想
で
す
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
プ

ラ
ト
ン
の
著
作
の
多
く
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、﹃
メ
ノ
ン
﹄﹃
パ

イ
ド
ン
﹄﹃
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
﹄
と
、﹃
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
﹄
の
一
部
の

み
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
三
世
紀
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
︵Plotinos 

２
０
５
-
２
７
０
年
︶
と
い
う
哲
学
者
が
い
ま
す
が
、
ト
マ
ス
は

こ
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

の
影
響
を
非
常
に
大
き
く
受
け
て
い
ま
す
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

に
は
、﹁
一
者
﹂

─
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
﹁
ト
・
ヘ
ン
﹂︵to hen
︶

─
か
ら
の
万
物
の
流
出
と
還
帰
と
い
う
思
想
が
あ
り
ま
す
。

万
物
は
そ
の
一
者
か
ら
流
れ
出
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
ま
た

一
者
へ
と
戻
っ
て
行
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、﹃
神
学
大
全
﹄
の

体
系
全
体
の
基
本
的
な
構
造
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
体
系
を
成

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
当
時
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
と
考
え
ら
れ
て
い
た

﹃
原
因
論
﹄
と
い
う
文
書
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
書
は
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
想
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
す
が
、

実
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
で
は
な
く
て
、
五
世
紀
の
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
の
哲
学
者
に
プ
ロ
ク
ロ
ス
︵Proklos 

４
１
２
-
４
８

５
年
︶
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
こ
の
人
の
﹃
神
学
綱
要
﹄
と
い

う
著
作
の
抜
粋
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と

を
初
め
て
指
摘
し
た
の
が
ト
マ
ス
で
す
。

　

ト
マ
ス
自
身
は
ギ
リ
シ
ア
語
が
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

主
に
モ
ル
ベ
カ
︵
ム
ー
ル
ベ
ケ
︶
の
グ
イ
レ
ル
ム
ス
︵G

uillelm
us 

de M
orbeka 

１
２
１
５
／
３
５
頃
-
１
２
８
６
年
頃
︶
に
よ
る
ラ
テ
ン

語
訳
の
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
て
研
究
を
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

で
も
見
抜
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
ふ

う
に
見
て
き
ま
す
と
、
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
中
心

で
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

哲
学
と
い
う
古
代
の
哲
学
の
大
き
な
二
つ
の
流
れ
を
総
合
し
よ

う
と
し
た
思
想
家
だ
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
言
え
る
か
と
思
い

ま
す
。
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家
族
の
反
対
に
抗
し
て
、
ド
ミ
ニ
コ
会
へ

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
ど
う
い
う
人
か

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
皆
さ
ん
す
で
に
御
存
じ
か
と
も
思
い
ま

す
が
、
一
応
簡
単
な
年
譜
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
十
三
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
出
身
の
神
学
者
・
哲

学
者
で
、
ド
ミ
ニ
コ
会
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
会
に
所
属

し
て
い
た
修
道
士
で
あ
り
、
司
祭
で
あ
り
ま
し
た
。

　

年
譜
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
ア
ク
ィ
ノ
と
い
う
町
の
近
く
で

生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
と
ナ
ポ
リ
の
大
体
中
間

ぐ
ら
い
に
あ
る
町
で
す
が
、
そ
の
近
く
の
ロ
ッ
カ
・
セ
ッ
カ
城

と
い
う
お
城
で
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
父
親
は
騎
士
だ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ア
ク
ィ
ノ
と
い
う
町
か
ら
﹁
ア
ク
ィ
ナ

ス
﹂
と
い
う
名
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
苗
字
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
﹂
は
﹁
ア

ク
ィ
ノ
出
身
の
ト
マ
ス
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。

　

ま
ず
は
、
五
歳
か
六
歳
で
近
く
の
モ
ン
テ
・
カ
シ
ー
ノ
の
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
院
に
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
、

ナ
ポ
リ
大
学
に
入
学
し
、
そ
こ
で
二
十
歳
頃
ド
ミ
ニ
コ
会
に
入

会
し
ま
す
。
ド
ミ
ニ
コ
会
と
い
う
の
は
、
正
式
に
は
﹁
説
教
者

兄
弟
会
﹂
と
言
い
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
と
並
ん
で
十
三

世
紀
の
初
め
に
で
き
た
修
道
会
で
す
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
の
ほ

う
は
、
六
世
紀
に
創
立
さ
れ
た
古
い
修
道
会
で
す
。
ド
ミ
ニ
コ

会
は
、
托
鉢
修
道
会
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
修
道
会
で

す
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
は
労
働
と
祈
り
を
中
心
と
し
て
﹁
働
き
、

そ
し
て
祈
れ
﹂
と
い
う
理
念
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
修
道
会
で

トマス・アクィナス略年譜
1224/25 アクィノ町近郊ロッカ・セッカ城で生まれる
1230/31 初等教育のためモンテ・カシーノのベネ

ディクト会修道院に送られる
1239 ナポリ大学入学。
1244 ドミニコ会入会。その後パリに行き、アルベ

ルトゥス・マグヌスのもとで学ぶ
1256 パリ大学神学部教授に就任
1259-68 イタリア遍歴時代。

『神学大全』を書き始める（1266年頃）
1269 再びパリ大学神学部教授に就任
1272 ナポリにドミニコ会神学大学を創設
1273 聖ニコラウスの祝日（12月6日）にすべての

著作活動を停止
1274 没

　稲垣良典『トマス＝アクィナス』（清水書院）所収の年譜に
　基づき作成
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す
が
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
方
は
、
労
働
し
て
祈
る
と
い
う
よ
り
は
、

民
衆
に
説
教
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
修
道
会
に

な
り
ま
す
。
ド
ミ
ニ
ク
ス
︵D

om
inicus 

１
１
７
０
頃
-
１
２
２
１
年
︶

と
い
う
人
が
つ
く
っ
て
、
当
時
は
カ
タ
リ
派
な
ど
の
異
端
が
非

常
に
多
く
あ
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
説
教
し
て
回
心

さ
せ
る
と
い
う
目
的
で
つ
く
ら
れ
た
修
道
会
で
す
。
で
す
か
ら
、

労
働
を
あ
ま
り
し
な
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
異
端
を
論
破
す

る
た
め
に
学
問
に
力
を
入
れ
る
わ
け
で
す
。
人
々
の
喜
捨
に
よ

っ
て
生
活
の
糧
を
得
る
と
い
う
修
道
会
で
す
か
ら
、
こ
れ
ま
で

に
な
い
新
し
い
タ
イ
プ
の
修
道
会
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
ト
マ
ス
の
家
族
は
ド
ミ
ニ
コ
会
へ
の
入
会
に

非
常
に
反
対
し
た
わ
け
で
す
。
兄
弟
に
連
れ
去
ら
れ
て
、
生
ま

れ
た
城
の
一
室
に
一
年
ぐ
ら
い
閉
じ
込
め
ら
れ
て
説
得
を
受
け

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
家
族
は
美
女
に
ト
マ

ス
を
誘
惑
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
ト
マ
ス
は
暖
炉
に
あ
っ

た
火
の
つ
い
た
薪
で
追
い
払
っ
て
誘
惑
に
負
け
な
か
っ
た
と
い

う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
ど
う
し
て
も
ト
マ
ス
の
意
志

が
固
い
の
で
家
族
も
根
負
け
し
て
ド
ミ
ニ
コ
会
に
入
会
す
る
こ

と
を
許
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
パ
リ
大
学
や

ケ
ル
ン
で
同
じ
ド
ミ
ニ
コ
会
会
員
の
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ

ヌ
ス
︵A

lbertus M
agnus 

１
１
９
３
／
１
２
０
０
-
１
２
８
０
年
︶
の

ベ
ラ
ス
ケ
ス
作
「
聖
ト
マ
ス
へ
の
誘
惑
」（
１
６
３
２
年
、
２
４
４
×

２
０
３
㎝
）。
ト
マ
ス
が
追
い
払
っ
た
女
性
が
ド
ア
か
ら
逃
げ
て
い
る
。

ひ
と
り
の
天
使
が
ト
マ
ス
を
介
抱
し
、
別
の
天
使
は
貞
潔
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
白
い
リ
ボ
ン
を
手
に
し
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
オ
リ
ウ
エ
ラ

聖
堂
キ
リ
ス
ト
教
美
術
館
（M

useo D
iocesano de Arte Sacro

）
所

蔵
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も
と
で
勉
強
し
、
パ
リ
大
学
の
神
学
部
教
授
に
二
度
な
っ
て
い

ま
す
。
二
度
も
な
っ
た
人
は
あ
ま
り
い
な
い
わ
け
で
、お
そ
ら
く
、

有
名
な
と
こ
ろ
で
は
同
じ
ド
ミ
ニ
コ
会
の
神
秘
思
想
家
で
あ
る

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
︵M

eister Eckhart 

１
２
６
０
頃
–
１
３
２
７
／
２
８

年
︶
が
二
度
な
っ
て
い
る
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
﹃
神
学
大
全
﹄
を
書
き
始
め
た
の
は
、﹁
イ
タ
リ
ア
遍
歴
時
代
﹂

と
呼
ば
れ
て
い
る
、
一
度
パ
リ
大
学
教
授
を
務
め
た
後
、
イ
タ

リ
ア
の
幾
つ
か
の
場
所
を
転
々
と
し
て
い
る
時
期
が
あ
り
ま
す

が
、そ
の
間
の
一
二
六
六
年
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

ま
た
パ
リ
大
学
教
授
に
就
任
し
て
い
ま
す
。

　

興
味
深
い
の
は
、
最
晩
年
に
ト
マ
ス
は
著
作
活
動
を
停
止
し

て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
年
譜
を
見
て
い
た
だ
く
と
五
十
歳
に
な

ら
な
い
ぐ
ら
い
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
二
七
四
年
の
死

の
前
年
の
十
二
月
六
日
の
﹁
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
祝
日
﹂
に
、
ミ

サ
を
挙
げ
た
後
で
す
べ
て
の
著
作
活
動
を
停
止
し
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
後
、
三
ヵ
月
ぐ
ら
い
で
没
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、﹃
神
学
大
全
﹄
は
実
は
未
完
の
著
作
で
す
。﹃
神
学
大
全
﹄

は
非
常
に
大
き
な
体
系
的
著
作
で
す
が
、
そ
れ
が
未
完
の
書
で

あ
る
と
い
う
の
は
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
著
作
活
動
を
停
止
し
た
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
日
本
の

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
研
究
の
権
威
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
方

だ
と
思
い
ま
す
が
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
稲
垣
良
典
先
生
が
、

清
水
書
院
の
﹁
人
と
思
想
﹂
の
シ
リ
ー
ズ
の
﹃
ト
マ
ス
＝
ア
ク
ィ

ナ
ス
﹄
に
非
常
に
印
象
的
な
文
章
で
描
い
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、

そ
の
部
分
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
二
七
三
年
一
二
月
六
日
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
祝
日
は

水
曜
日
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
こ
の
日
の
朝
、
ト
マ
ス
は

い
つ
も
の
よ
う
に
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
礼
拝
堂
で
ミ
サ
を
捧
げ

た
。
し
か
し
、
ミ
サ
の
間
に
﹁
不
思
議
な
変
化
を
被こ

う
むっ
て
﹂

︵
カ
プ
ア
の
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
の
証
言
︶、
こ
の
ミ
サ
の
後
、
ト

マ
ス
は
書
く
こ
と
も
口
述
す
る
こ
と
も
い
っ
さ
い
止
め
て

し
ま
っ
た
。
い
な
、で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
ト
マ
ス
は
キ
リ
ス
ト
の
聖
体
の
秘
跡
に
つ
い
て

の
論
考
︵︹﹃
神
学
大
全
﹄︺
第
三
部
第
七
三
～
八
三
問
題
︶
を
書

き
終
え
て
、
悔
悛
の
秘
跡
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
が
、
第

九
〇
問
第
四
項
を
も
っ
て
永
久
に
筆
を
お
い
た
。
僚
友
の

レ
ギ
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
驚
い
て
、
著
作
を
続
行
す
る
よ
う
に
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し
き
り
に
す
す
め
た
が
、
ト
マ
ス
は
た
だ
、
私
に
は
で
き

な
い
、
と
く
り
か
え
す
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に

﹁
レ
ギ
ナ
ル
ド
ゥ
ス
、
私
に
は
で
き
な
い

─
私
が
こ
れ
ま

で
書
い
た
も
の
は
す
べ
て
わ
ら
く
ず
の
よ
う
に
見
え
る
か

ら
だ
﹂
と
答
え
た
と
い
う
。 

︵
一
八
九
-
一
九
〇
頁
︶

　

ト
マ
ス
は
ミ
サ
を
捧
げ
た
と
き
に
、
何
か
神
秘
的
な
体
験
を

し
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ト
マ
ス
は
非
常

に
体
系
的
な
著
作
を
書
い
た
わ
け
で
す
が
、
最
後
は
﹁
こ
れ
ま

で
書
い
て
き
た
も
の
は
、
わ
ら
く
ず
の
よ
う
に
見
え
る
﹂
と
言

っ
て
止
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
出
来
事
が
何
を
意
味
し
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と

で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ト
マ
ス
は
非
常
に
体
系
的
で
理
性

的
・
合
理
的
な
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
た

だ
合
理
的
な
人
だ
っ
た
と
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
も

あ
り
ま
す
。

『
神
学
大
全
』
の
目
的

─
初
学
者
の
た
め
の
神
学
入
門
書

　

次
に
、﹃
神
学
大
全
﹄
の
構
成
と
目
的
に
つ
い
て
で
す
。
先
ほ

ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
日
本
語
訳
で
も
全
四
十
五
巻
、

実
際
に
は
複
数
の
巻
が
合
冊
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る

の
で
、
実
質
的
に
は
三
十
九
冊
で
す
が
、
非
常
に
大
き
な
著
作

で
す
。

　
﹃
神
学
大
全
﹄
と
い
う
著
作
は
、
ま
ず
基
本
的
な
構
成
要
素
と

し
て
﹁
問
題
﹂︵quaestio

︶
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
の

中
に
﹁
項
﹂︵articulus

︶
と
い
う
小
さ
な
テ
ー
マ
の
単
位
が
あ
り

ま
す
。
第
何
問
題
、
第
何
項
と
言
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
問
い
を
立
て
て
論
じ
て
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
、﹃
神

学
大
全
﹄
は
全
体
で
五
百
十
二
の
問
題
と
、
二
千
六
百
六
十
九

の
項
が
そ
の
中
に
あ
る
と
い
う
非
常
に
大
き
な
も
の
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
﹃
神
学
大
全
﹄
の
序
言
、
こ
れ
は
非
常
に
短
い

も
の
で
日
本
語
訳
で
も
一
ペ
ー
ジ
、
ラ
テ
ン
語
原
典
だ
と
半
ペ
ー

ジ
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
短
い
も
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
ま
ず
全
体
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

公
教
的
真
理
の
教
授
の
位
置
に
あ
る
者
は
、
学
の
進
ん

だ
ひ
と
び
と
を
教
え
る
務
め
を
有
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

さ
ら
に
初
学
者

0

0

0

た
ち
を
教
導
す
る
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
任
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務
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
使
徒

の
、﹃
私
は
あ
な
た
が
た
を
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
小
児
と
考

え
、
乳
を
飲
ま
せ
て
、
堅
い
食
物
は
与
え
な
か
っ
た
。﹄
と

い
う
﹃
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
書
翰
﹄
第
三
章
︵
第
一
節
︶

の
言
の
ご
と
く
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
い
ま
、
こ
の
著
作

に
お
け
る
我
々
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
ね
ら
い
も
、
キ
リ

ス
ト
教
に
属
す
る
諸
般
の
こ
と
が
ら
を
、
ま
さ
し
く
初
学

0

0

者0

た
ち
の
教
導
に
適
応
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
伝
え
る
に

あ
る
。

　

け
だ
し
我
々
は
、
こ
の
教
え
の
入
門
者
た
ち
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
ひ
と
び
と
の
手
に
成
る
こ
れ
ま
で
の
諸
著
作
に
お

い
て
、
非
常
な
障
害
を
被
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
一
つ

に
は
、
こ
う
し
た
諸
著
作
に
お
け
る
無
益
な
問
題
・
項
・

論
議
の
重
積
の
ゆ
え
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
つ
に
は
、
こ
う

し
た
ひ
と
び
と
の
必
ず
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
ら
が
学0

問
の
秩
序

0

0

0

0

に
従
っ
て
伝
え
ら
れ
ず
、
却
っ
て
諸
書
の
解
説

の
仕
事
の
要
求
す
る
が
ま
ま
に
、
或
い
は
討
論
の
機
会
の

到
来
す
る
が
ま
ま
に
与
え
ら
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
り
、
い

ま
一
つ
に
は
ま
た
、
そ
の
際
同
じ
こ
と
が
ら
の
頻
繁
な
反

覆
が
読
者
の
心
の
う
ち
に
倦
怠
と
混
乱
と
を
生
む
を
常
と

す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

我
々
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
乃
至
は
こ
れ
に
類
す

る
欠
陥
を
避
け
る
工
夫
に
努
め
た
い
。
そ
し
て
聖
教
に
属

す
る
諸
般
の
こ
と
が
ら
を
題
材
の
許
す
か
ぎ
り
の
簡
潔
か

つ
明
晰
な
仕
方
で
以
て
追
求
す
る
と
い
う
仕
事
を
、
神
助

に
信
頼
し
つ
つ
試
み
た
い
と
思
う
。

︵﹃
神
学
大
全
﹄
序
言
︹
創
文
社
版
、
第
一
分
冊
、
一
-
二
頁
︺、

傍
点
筆
者
︶

　

こ
れ
が
、
序
言
の
全
体
で
す
。
こ
れ
を
読
む
と
、
驚
く
べ
き

こ
と
で
す
が
、
こ
の
﹃
神
学
大
全
﹄
と
い
う
分
量
的
に
も
き
わ

め
て
大
き
な
著
作
は
﹁
初
学
者
の
た
め
の
入
門
書
﹂
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
こ
の
膨
大
か
つ
難
解
な
著
作
の
ど
こ
が
入
門
書

な
の
か
、
あ
る
い
は
、﹁
初
学
者
﹂
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
ト
マ
ス
は
、﹁
学
問
の
秩
序
﹂
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
神
学
が
学
問
と
し
て
構
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成
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
ト

マ
ス
は
非
常
に
意
識
し
て
﹃
神
学
大
全
﹄

と
い
う
著
作
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
が

読
み
取
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
指
摘
で
き
る
の
は
、
我
々

は
通
常
﹁
神
学
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
い
、

そ
し
て
﹃
神
学

0

0

大
全
﹄
と
い
う
題
名
の

著
作
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
ト

マ
ス
は
﹁
聖
教
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。﹁
聖
な
る
教
え
﹂、

ラ
テ
ン
語
で
は
﹁
サ
ク
ラ
・
ド
ク
ト
リ
ー

ナ
﹂︵sacra doctrina

︶
で
す
。
で
す
か
ら
、

﹁
神
学
﹂
と
は
言
っ
て
い
な
い
と
い
う
点

は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
、
通
常
﹁
神
学
﹂

と
訳
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語

の
﹁
テ
オ
ロ
ギ
ア
﹂︵theologia

︶
で
は
な

く
て
、ト
マ
ス
は
自
ら
の
体
系
を
﹁
聖
教
﹂

と
い
う
名
で
呼
ん
で
い
ま
す
。

『神学大全』の構成（「世界の名著」続 ５『トマス・アクィナス　神学大全』山田晶訳、
中央公論社から転載）

 

聖
な
る
教 

 
 

第
一
問

 
 

神
は
存
在
す
る
か  

第
二
問

 
 

神
は
何
で
あ
る
か
（
何
で
な
い
か
）

 
 

　
　神
の
単
純
性
・
完
全
性
・
善
性
・
無
限
性
・
遍
在
・
不
変
性
・
永
遠
・
一
性 

第

　三

　

-

　一
一
　問

 
 

　
　神
は
被
造
物
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
仕
方
で
認
識
さ
れ
る
か 

第
一
二
問

 
 

　
　神
の
名 

 

第
一
三
問

 
 

 

知
性

　神
の
知 

第
一
四
問

 

一
な
る
本
質

　

 

　
　
　イ
デ
ア
・
真
・
偽 

第
　一
五
　

-

　一
七
　問

第
一
部 

 
 

　
　
　神
の
生
命 

第
一
八
問

　神 
 

神
の
は
た
ら
き

　
　
　
　神
の
意
志 

第
一
九
問

 
 

 

意
志

　愛
・
正
義
と
憐
れ
み
（
意
志
の
み
に
関
わ
る
こ
と
） 

第
　二
〇
　

-

　二
一
　問

 
 

 

　
　
　摂
理
・
予
定
・
生
命
の
書
（
意
志
と
知
性
に
関
わ
る
こ
と
） 

第
　二
三
　

-

　二
四
　問

 
 

 

能
力 

第
二
五
問

 
 

神
の
至
福 

 

第
二
六
問

 

三
位
一
体

　ペ
ル
ソ
ナ
の
発
出
・
起
原 

第
　二
七
　

-

　三
二
　問

 

　
　
　
　
　父
・
子
・
聖
霊 

 

第
　三
三
　

-

　四
三
　問

 

　
　
　被
造
物
の
神
か
ら
の
発
出
・
悪
の
問
題 

第
　四
四
　

-

　四
九
　問

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　天
使 

 

第
　五
〇
　

-

　六
四
　問

 

創
造

　被
造
物
の
区
別

　物
体 

 

第
　六
五
　

-

　七
四
　問

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　人
間 

 

第
　七
五-

　一
〇
二
問

 

　
　
　被
造
物
の
保
存
と
統
宰 

 

第
一
〇
三-

一
一
九
問

 
 

究
極
目
的
と
至
福 

第

　一

　

-

　五

　問

 

第
二
・
一
部 

　
　
　
　
　
　
　
　意
志
的
行
為 

第

　六

　

-

　一
七
　問

 

　一
般
倫
理 

人
間
の
は
た
ら
き

　行
為
の
善
悪 

第
　一
八
　

-

　二
一
　問

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　情
念 

第
　二
二
　

-

　四
八
　問

第
二
部 

 

　
　
　
　
　
　
　
　習
態
・
徳
・
罪 

第
　四
九
　

-

　八
九
　問

　人
間
の
神
へ
の
運
動 

 

は
た
ら
き
の
根
源

　法 

第
　九
〇
　

-

一
〇
八
問

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　恩
恵 

第
一
〇
九-

一
一
四
問

 
 

　対
神
徳

│
信
仰
・
希
望
・
愛 

第

　一

　

-

　四
六
　問

 

第
二
・
二
部 

　枢
要
徳

│
賢
明
・
正
義
・
剛
毅
・
節
制 

第
　四
七
　

-

一
七
〇
問

 

　特
殊
倫
理 

　特
別
の
恩
恵

│
預
言
・
脱
魂
・
奇
跡
等 

第
一
七
一-

一
七
八
問

 
 

　観
想
的
生
活
と
活
動
的
生
活 

第
一
七
九-

一
八
二
問

 
 

　司
牧
者
の
身
分
と
修
道
者
の
身
分 

第
一
八
三-

一
八
九
問

第
三
部 

御
言
の
受
肉 

 
第

　一

　

-

　二
六
　問

　神
に
向
か
う
た
め
の 

キ
リ
ス
ト
の
誕
生
・
生
涯
・
受
難
・
復
活
・
昇
天 
第
　二
七
　

-

　五
九
　問

　道
な
る
キ
リ
ス
ト 

秘
跡

│
洗
礼
・
堅
信
・
聖
体
・
告
解 

第
　六
〇
　

-

　九
〇
　問

 

〔
補
遺
〕
　

 

　
　告
解
（
つ
づ
き
）・
終
油
・
叙
階
・
婚
姻 

第

　一

　
-

　六
八
　問

 

　
　
　
　終
末

│
復
活
と
審
判 

第
　六
九
　

-
　九
九
　問
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円
環
的
体
系

─
「
神
か
ら
の
発
出
」

「
神
へ
の
還
帰
」「
そ
の
道
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
」

　

さ
て
、
次
に
お
話
し
し
た
い
の
は
、﹃
神
学
大
全
﹄
は
全
体
と

し
て
円
環
的
体
系
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
配
り

し
た
の
は
京
都
大
学
等
の
教
授
を
な
さ
れ
た
山
田
晶
先
生
の
﹃
神

学
大
全
﹄
の
翻
訳
の
解
説
に
載
っ
て
い
る
表
で
す
︵
前
頁
を
参
照
︶。

こ
れ
は
、﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
の
最
初
の
部
分
の
翻
訳
で
、
中

央
公
論
社
の
﹁
世
界
の
名
著
﹂
シ
リ
ー
ズ
で
刊
行
さ
れ
た
も
の

で
す
が
、
現
在
で
は
﹁
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
﹂
の
シ
リ
ー
ズ
の

二
巻
本
で
復
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
﹃
神
学
大
全
﹄
全
体
は
、﹁
第
一
部
﹂﹁
第
二
部
﹂﹁
第
三
部
﹂

と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、﹁
神
に
つ
い

て
﹂
と
い
う
の
が
第
一
部
で
す
。
最
初
に
、
第
一
問
題
で
聖
教

が
ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
る
か
を
論
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
、

神
の
存
在
、
神
の
本
質
と
は
た
ら
き
、
三
位
一
体
、
そ
し
て
、

神
か
ら
の
被
造
物
の
創
造
と
そ
の
保
存
・
統
宰
と
い
っ
た
テ
ー

マ
を
論
じ
て
い
ま
す
。
次
に
、﹁
人
間
の
神
へ
の
運
動
﹂
と
い
う
、

理
性
的
被
造
物
で
あ
る
人
間
に
つ
い
て
の
考
察
が
第
二
部
で
す
。

倫
理
的
、
人
間
論
的
考
察
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
第
三
部
が
、﹁
神
に
向
か
う
た
め
の
道
な
る
キ
リ
ス
ト
﹂

と
な
っ
て
い
ま
す
。
神
か
ら
被
造
物
が
ど
の
よ
う
に
創
造
さ
れ
、

そ
し
て
、
理
性
的
被
造
物
で
あ
る
人
間
が
ど
の
よ
う
に
神
へ
と

立
ち
戻
っ
て
い
く
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
と
な
っ
た
神
で
あ

る
キ
リ
ス
ト
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

『
神
学
大
全
』
の
１
４
８
２
年
の
活
字
本
か
ら
。
ヴ
ェ
ニ
ス
の
印
刷
業
者

ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
・
ス
ト
ラ
ー
タ
の
印
行
に
よ
る
も
の
。「
イ
ン
キ
ュ
ナ

ブ
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
初
期
の
活
字
印
刷
物
の
ひ
と
つ
で

あ
る
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こ
の
全
体
の
構
造
を
ト
マ
ス
自
身
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
既
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
こ
の
聖
教

の
主
要
な
意
図
は
神
に
つ
い
て
の
認
識
を
伝
え
る
に
あ
り
、

そ
れ
も
然
し
、
単
に
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
る
か
ぎ
り
に

お
け
る
神
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
ま
た
、
諸
々
の
事
物
の
、

そ
し
て
特
に
理
性
を
有
す
る
被
造
物
︹
＝
人
間
：
筆
者
注
︺

の
、
根
源
で
あ
り
か
つ
そ
の
究
極
︹
＝
目
的
：
筆
者
注
︺
で

も
あ
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
神
に
つ
い
て
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

こ
う
し
た
教
え
の
解
説
を
こ
こ
ろ
ざ
す
我
々
と
し
て
も
、

や
は
り
、
以
下
に
お
い
て
、
第
一
に
﹁
神
に
つ
い
て
﹂︵
第

一
部
︶、
第
二
に
は
﹁
理
性
的
被
造
物
の
神
へ
の
運
動
に
つ

い
て
﹂︵
第
二
部
︶、
第
三
に
は
﹁
キ
リ
ス
ト

─
即
ち
、
人

間
で
あ
り
た
も
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
我
々
に
と
っ
て
の
、

神
に
赴
く
た
め
の
道
な
る

─
に
つ
い
て
﹂︵
第
三
部
︶、
論

ず
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
、
第
二
問
題
、
序
言
︹
創
文
社
版
、

第
一
分
冊
、
三
四
頁
︺︶

　

こ
の
よ
う
に
、﹃
神
学
大
全
﹄
の
全
体
の
構
成
は
、
万
物
の
﹁
神

か
ら
の
発
出
と
還
帰
﹂
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ

ス
ト
教
の
教
え
で
は
、
被
造
物
は
神
の
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て

創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
で

は
、
必
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に

お
け
る
一
者
か
ら
の
発
出
・
流
出
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
全
体
の
構
造
と
し
て
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的

な
発
出
と
還
帰
、
流
出
と
還
帰
と
い
う
構
図
を
採
用
し
て
い
る

と
言
え
る
わ
け
で
す
。

　

山
田
先
生
の
表
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
も
う
一
つ
指
摘
で
き

る
こ
と
は
、
問
題
の
数
と
い
う
点
で
は
、
第
二
部
の
神
学
的
人

間
論
、
倫
理
学
の
分
量
が
圧
倒
的
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
一
部
は
百
十
九
問
題
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
部
は
、

一
般
倫
理
を
扱
う
﹁
第
二
・
一
部
﹂
と
特
殊
倫
理
を
扱
う
﹁
第

二
・
二
部
﹂
と
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
人
間
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
の
第
二
部
が
全
体
で
三
百
三
問
題
か
ら

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
第
三
部
が
九
十
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
第
二
部
が

他
の
二
つ
の
部
そ
れ
ぞ
れ
の
三
倍
く
ら
い
の
分
量
が
あ
る
と
い
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う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
ト
マ
ス
は
人
間
存
在
の
あ
り
方
に

非
常
に
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か

と
思
い
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
間
は
﹁
神
の
像
﹂

─
ラ
テ
ン
語
で

は
﹁
イ
マ
ゴ
・
デ
イ
﹂︵im

ago D
ei

︶
で
す

─
で
あ
る
と
考
え

ま
す
が
、
ト
マ
ス
は
、
人
間
が
神
の
像
で
あ
る
の
は
、
知
性
と

自
由
な
意
志
を
も
ち
、
主
体
的
な
決
定
が
で
き
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ト
マ
ス
は
、
人
間
は
﹁
自

己
の
行
為
の
主
﹂
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・

一
部
、
第
一
問
題
、
第
一
項
︹
創
文
社
版
、
第
九
分
冊
、
五
頁
︺
を
参
照
︶。

﹁
主
﹂
と
い
う
の
は
、
ラ
テ
ン
語
で
は
﹁
ド
ミ
ヌ
ス
﹂︵dom

inus

︶

で
、﹁
主
人
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
表
現
か
ら
は
、
ト
マ
ス

が
行
為
者
と
し
て
の
人
間
の
自
立
性
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

２　

啓
示
神
学
と
し
て
の
「
聖
教
」

「
信
仰
に
よ
る
啓
示
」
を
「
理
性
的
に
理
解
」

　

次
に
、﹁
啓
示
神
学
と
し
て
の
聖
教
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
っ

て
い
き
ま
す
が
、
な
ぜ
ト
マ
ス
は
﹁
聖
教
﹂
と
い
う
言
葉
を
使

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の

神
学
の
一
般
的
な
定
義
と
し
て
、﹃
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
﹄
の

﹁
神
学
﹂
と
い
う
項
目
で
百
瀬
文
晃
先
生
は
、﹁
キ
リ
ス
ト
教
に

お
い
て
神
学
と
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
啓
示
の

内
容
を
理
論
的
に
理
解
し
、
表
現
す
る
営
み
で
あ
る
﹂
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
百
瀬
先
生
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
司
祭
で
上
智
大
学

神
学
部
の
教
授
を
さ
れ
て
い
た
方
で
す
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的

に
見
て
も
妥
当
な
解
説
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
定
義
の
中
に
は
、﹁
信
仰
﹂
と
﹁
啓
示
﹂
と
い
う
二
つ
の

要
素
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
学
で
は
、
神
か
ら
の
啓
示
の

内
容
を
信
仰
に
よ
っ
て
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
に
対
す
る
理
性
に
よ
る
理

論
的
理
解
の
営
み
が
神
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。﹁
神
学
﹂

と
い
う
言
葉
は
英
語
で
はtheology

で
、
そ
の
語
源
と
な
っ
て
い

る
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
で
は
﹁
テ
オ
ロ
ギ
ア
﹂︵theologia

︶

で
す
。
ギ
リ
シ
ア
語
で
﹁
テ
オ
ス
﹂︵theos

︶
は
﹁
神
﹂
で
す
。

そ
し
て
、﹁
ロ
ゴ
ス
﹂︵logos

︶
は
﹁
言
葉
・
語
り
﹂
で
す
か
ら
、

神
学
は
、
語
源
的
に
は
﹁
神
に
つ
い
て
の
言
葉
﹂﹁
神
に
つ
い
て

の
語
り
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
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こ
の
﹁
神
学
﹂
と
い
う
言
葉
、
こ
れ
を
現
在
普
通
に
﹁
キ
リ

ス
ト
教
神
学
﹂
と
言
う
場
合
の
意
味
で
、
つ
ま
り
信
仰
に
よ
っ

て
信
じ
ら
れ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
論
証
的
学
問
と
い
う
意

味
で
最
初
に
使
っ
た
の
は
、
十
二
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
神
学
者
・

哲
学
者
で
あ
る
ペ
ト
ル
ス
・
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
︵Petrus A

baelar-

dus 

１
０
７
９
-
１
１
４
２
年
︶

─
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ピ
エ
ー

ル
・
ア
ベ
ラ
ー
ル
︵Pierre A

bélard

︶
で
す

─
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
神
学
の
意
味
と
い
う
の
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
受

け
取
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
知
解
・
理
解

─
こ
れ
は
知
性

的
認
識
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

─
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
言
葉
と
し
て
、
最
初
の
ス
コ
ラ

学
者
と
も
呼
ば
れ
る
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
﹁
知
解
を
求
め
る
信
仰
﹂

︵fides quaerens intellectum

︶
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い

は
、
こ
の
言
葉
は
ス
コ
ラ
学
の
理
念
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ

た
り
も
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、さ
か
の
ぼ
っ
て
は
、こ
の
言
葉
は
、

﹁
知
解
す
る
た
め
に
信
ぜ
よ
﹂
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言

葉
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

「
聖
教
」
は
人
間
に
必
要
な
「
学
」

　

さ
て
、
ト
マ
ス
は
﹃
神
学
大
全
﹄
で
の
自
ら
の
神
学
を
﹁
聖

教
﹂
と
呼
ん
だ
わ
け
で
す
が
、
そ
の
﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
の

第
一
問
題
で
、
聖
教
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
論
じ
て

い
ま
す
。
そ
の
第
一
問
題
﹁
聖
な
る
教
え
に
つ
い
て
﹂
の
序
言

を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
こ
の
テ
ー
マ
を

さ
ら
に
十
個
の
項
に
分
け
て
い
ま
す
。

　

我
々
の
意
図
に
一
定
の
明
確
な
境
界
を
か
ぎ
る
た
め
、

我
々
は
ま
ず
、
聖
教
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
及
ぶ
と
こ
ろ

如
何
、
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
め
ぐ
っ
て
十
の
こ
と
が
ら
が
問
題
と
な

る
。

第
一　

こ
の
教
え
の
必
要
に
つ
い
て

第
二　

そ
れ
は
学
で
あ
る
か

第
三
・ 

そ
れ
は
単
一
な
学
か
、
そ
れ
と
も
幾
つ
か
の
学
か

第
四
・�

そ
れ
は
観
照
の
学
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
実
践
の

学
で
あ
る
か
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第
五　

そ
れ
の
他
の
諸
学
と
の
比
較
に
つ
い
て

第
六　

そ
れ
は
智
慧
で
あ
る
か

第
七　

そ
れ
の
主
題
は
何
か

第
八　

そ
れ
は
論
議
を
行
う
性
質
の
も
の
か

第
九
・ 

比
喩
的
乃
至
は
象
徴
的
な
語
り
か
た
の
可
否
に
つ

い
て

第
十
・ 

こ
の
教
え
の
基
づ
く
聖
書
は
、
幾
つ
か
の
意
味
に

従
っ
て
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
か

︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
、
第
一
問
題
、
序
言
︹
創
文
社
版
、

第
一
分
冊
、
三
-
四
頁
︺︶

　

こ
れ
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
ト
マ
ス
は
﹁
聖
教
は
学
で
あ
る
﹂

と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

﹁
学
﹂
と
い
う
の
は
ラ
テ
ン
語
で
﹁
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
﹂︵scientia

︶、

英
語
で
はscience

で
、
学
問
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。﹁
学
﹂
と
は

何
か
と
い
う
と
、
論
証
的
な
も
の
、
論
証
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

確
実
な
知
・
知
識
が
学
で
あ
る
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

ト
マ
ス
は
聖
教
と
い
う
も
の
を
﹁
学
﹂
と
し
て
捉
え
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
学
が
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ

て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

「
救
済
」
に
は
理
性
を
超
え
た
啓
示
が
要
る

　

さ
て
、
こ
の
中
の
第
一
項
の
﹁
こ
の
教
え
の
必
要
に
つ
い
て
﹂

と
い
う
と
こ
ろ
で
ト
マ
ス
は
、
な
ぜ
聖
教
と
い
う
も
の
が
必
要

な
の
か
を
論
じ
て
い
ま
す
。
ト
マ
ス
は
、﹁
人
間
救
済
の
た
め
に

は
、
人
間
理
性
を
以
て
探
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
哲
学
的
諸
学
問

の
ほ
か
に
、
な
お
神
の
啓
示
に
基
づ
く
或
る
種
の
教
え
の
存
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
ゆ
え
は
第
一
に
、
人
間
は
神

を
自
己
の
或
る
目
的
と
し
て
、
こ
れ
に
向
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ

て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
目
的
た
る
や
、
理
性
の
把

握
を
超
え
て
い
る
﹂︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
、
第
一
問
題
、
第
一
項
︹
創

文
社
版
、
第
一
分
冊
、
五
頁
︺︶
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
続
け
て
ト
マ
ス
は
、﹁
だ
が
、
人
間
は
自
己
の
意
図
や

行
為
を
目
的
に
向
っ
て
、
み
ず
か
ら
秩
序
づ
け
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
は
彼
ら
に
と
っ
て
あ
ら
か
じ
め
知

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
か
く
て
、
人
間
理
性
を
超
え
た

或
る
種
の
も
の
ご
と
が
、
神
の
啓
示
を
通
じ
て
人
間
に
知
ら
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
そ
の
救
済
の
た
め
に
必
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要
で
あ
っ
た
﹂︵
同
︶
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
人
間
は
神
を
目
的
と
し
て
い
て
、
知
性
に
よ
る

﹁
神
の
直
視
﹂︵visio D

ei

︶
と
い
う
仕
方
で
神
へ
と
全
面
的
に
到

達
す
る
こ
と
が
人
間
の
救
済
と
な
る
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
﹁
自
己
の
行
為
の
主
﹂
で
あ
る
人
間

は
自
ら
の
主
体
的
な
意
図
や
行
為
に
よ
っ
て
神
へ
と
自
ら
を
秩

序
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
た
だ
、
神
は
そ
れ
自

体
と
し
て
は
人
間
理
性
の
把
握
を
超
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に

つ
い
て
の
知
識
が
啓
示
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た

と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
救
済
の
た
め

に
は
、
単
な
る
理
性
を
超
え
た
聖
教
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ

っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
聖
教

は
﹁
人
間
の
た
め
の
神
学
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

哲
学
的
「
自
然
神
学
」
と
は
異
な
る
「
啓
示
神
学
＝
聖
教
」

　

さ
て
ト
マ
ス
は
、﹁
聖
教
の
主
題
は
何
か
﹂
と
い
う
と
、
そ
れ

は
﹁
神
で
あ
る
﹂
と
言
い
ま
す
。﹃
神
学
大
全
﹄
の
中
で
は
、
神

だ
け
で
な
く
人
間
な
ど
に
つ
い
て
も
論
じ
た
り
も
し
ま
す
が
、

あ
く
ま
で
主
題
は
神
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。﹁
神
が
こ
の
学
の
主

題
で
あ
る
。
⋮
⋮
い
ま
、
聖
教
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
﹁
神
﹂

の
観
点
の
も
と
に
取
扱
わ
れ
る
。
こ
と
が
ら
が
神
そ
れ
自
身
で

あ
る
か
ら
に
し
て
も
、
乃
至
は
ま
た
、
そ
れ
が
始
源
な
ら
び
に

究
極
︹
＝
目
的
：
筆
者
注
︺
と
し
て
の
神
へ
の
秩
序
を
含
む
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
に
し
て
も

─
﹂︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
、

第
一
問
題
、
第
七
項
︹
創
文
社
版
、
第
一
分
冊
、
二
〇
-
二
一
頁
︺︶
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
ト
マ
ス
が
﹁
神
学
﹂
と
言
わ
ず
に
﹁
聖
教
﹂

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
お
そ
ら
く

そ
の
理
由
と
し
て
は
、﹁
自
然
神
学
﹂
と
い
う
も
の
と
﹁
啓
示
神

学
﹂
と
い
う
も
の
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
﹁
神
学
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
は
﹁
神
に
つ
い
て
の
語

り
﹂
と
い
う
意
味
で
す
の
で
、
人
間
理
性
に
よ
っ
て
も
神
に
つ

い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
な
、
神
に
関
す
る
哲
学
的
理
論
を
﹁
自
然
神
学
﹂
と

言
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
啓
示
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
﹁
神
に
つ
い
て
の
語
り
﹂
も
あ
る
わ
け
で
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す
。﹁
神
学
﹂
と
い
う
言
葉
は
ど
ち
ら
も
含
む
と
ト
マ
ス
は
お
そ

ら
く
考
え
て
い
て
、
人
間
の
救
済
に
は
人
間
の
理
性
を
超
え
た

啓
示
が
必
要
だ
と
い
う
意
味
で
、
自
ら
の
神
学
を
﹁
聖
教
﹂
と

い
う
言
葉
で
表
現
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ト
マ
ス
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。﹁
だ
か
ら
し
て
、
哲
学
的
諸

学
問
に
お
い
て
は
、
或
る
こ
と
が
ら
が
、
自
然
的
理
性
の
光
に

よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
た
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
、

そ
れ
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の
同
じ
こ
と
が
ら
が
、
別
個
の
学
に

お
い
て
は
、
神
的
な
啓
示
の
光
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
た

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
、
何
の
妨
げ

も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
聖
教
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
神
学
﹂
は
、

哲
学
の
一
部
門
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
か
の
﹁
神
学
﹂
と
は
、
類

を
異
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
﹂︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
、
第
一
問

題
、
第
一
項
︹
創
文
社
版
、
第
一
分
冊
、
六
-
七
頁
︺︶。

　

で
す
か
ら
、
聖
教
に
属
す
る
神
学
は
、
人
間
理
性
に
よ
っ
て

遂
行
さ
れ
る
哲
学
と
し
て
の
神
学
と
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
、
ト
マ
ス
は
﹁
聖
教
﹂
と
呼
ん
で
い
る
と
言
え
る
わ
け

で
す
。

３　

啓
示
神
学
の
前
提
と
し
て
の
「
信
仰
」

　

次
に
、﹁
啓
示
神
学
の
前
提
と
し
て
の
信
仰
﹂
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。
ト
マ
ス
は
、
信
仰
の
必
要
性
に
つ
い

て
、﹁
人
間
の
認
識
以
上
の
高
次
の
こ
と
が
ら
は
、
人
間
は
、
理

性
に
よ
っ
て
こ
れ
を
探
求
す
べ
き
で
は
な
い
。
我
々
は
却
っ
て
、

そ
れ
ら
が
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
信
仰
に
よ

っ
て
受
容
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂︵
同
︹
創
文
社
版
、
第

一
分
冊
、
六
頁
︺︶
と
述
べ
て
い
ま
す
。

信
ず
べ
き
啓
示
は「
聖
書
に
の
み
」示
さ
れ
て
い
る

　

そ
う
し
ま
す
と
、
次
に
何
を
信
じ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
啓
示
さ
れ
た
こ
と
を
信
じ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
啓
示
は
聖
書
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

ト
マ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

固
有
の
意
味
に
お
け
る
権
威
と
し
て
は
、
そ
れ
︹
＝
聖
教
：

筆
者
注
︺
は
や
は
り
聖
書
正
典
の
諸
権
威
を
用
い
る
の
で
あ

っ
て
、
論
議
は
こ
こ
で
は
動
か
し
難
い
必
然
性
に
基
づ
い
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て
行
わ
れ
る
。
⋮
⋮
ま
こ
と
に
、
我
々
の
信
仰
は
、
正
典

の
諸
書
の
作
者
た
る
使
徒
や
予
言
者
た
ち
の
受
け
た
啓
示

に
依
拠
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら

を
除
い
て
は
、
た
と
え
こ
れ
ら
教
会
の
師
た
ち
が
何
ら
か

啓
示
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
う
し
た

啓
示
に
そ
れ
は
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
。

︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
、
第
一
問
題
、
第
八
項
︹
創
文
社
版
、

第
一
分
冊
、
二
五
-
二
六
頁
︺︶

　

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
啓
示
の
固
有
の
権
威
と
し
て
は
聖
書
正

典
を
用
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
聖
書
の
著
者
で
あ
る
使
徒
や

預
言
者
た
ち
の
受
け
た
啓
示
と
い
う
も
の
が
、
聖
教
の
基
盤
と

な
る
権
威
で
あ
る
。
教
会
の
他
の
人
た
ち
、
教
父
と
か
他
の
聖

人
と
い
っ
た
人
た
ち
に
、
何
か
神
か
ら
啓
示
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
我
々
は
そ
れ
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
て
、

あ
く
ま
で
も
聖
書
が
中
心
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

通
常
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
違
い

と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
﹁
聖
書
の
み
﹂︵sola 

scriptura

︶
を
主
張
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
は
﹁
聖
書
と
聖
伝
﹂
の
両
方
を
重
視
す
る
と
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。﹁
聖
伝
﹂
は
、﹁
聖
な
る
伝
承
﹂﹁
聖
な
る

伝
統
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
教
会
の
中
で
伝
え
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
て
い
て
、

実
際
に
そ
う
だ
と
も
言
え
る
の
で
す
が
、
ト
マ
ス
が
あ
く
ま
で

聖
書
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
と
い
う
点
で
は
、﹁
聖
書
の
み
﹂
と
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
理
念
と
大
き
な
違
い
は
な
い
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。

「
信
仰
の
真
理
」
の
要
約
と
し
て
の
「
信
仰
箇
条
」

　

た
だ
、
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
の
は
非
常
に
広

い
わ
け
で
す
。
聖
書
は
本
と
し
て
も
か
な
り
分
厚
い
も
の
に
な

る
わ
け
で
、
ト
マ
ス
自
身
、
そ
こ
か
ら
何
を
信
じ
る
べ
き
か
を

ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。﹁
信
仰
の
真
理

は
聖
書
に
お
い
て
散
ら
ば
っ
た
仕
方
で
、
ま
た
多
様
な
、
そ
し

て
或
る
場
合
に
は
わ
か
り
難
い
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
。
⋮
⋮
し

た
が
っ
て
聖
書
の
諸
々
の
教
え
の
な
か
か
ら
、
万
人
に
た
い
し

て
信
ず
べ
き
こ
と
と
し
て
提
示
さ
れ
う
る
よ
う
な
、
或
る
明
白

な
こ
と
が
ら
を
要
約
的
に
集
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
﹂
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︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
二
部
、
第
一
問
題
、
第
九
項
︹
創
文
社
版
、
第

十
五
分
冊
、
四
二
頁
︺︶。
そ
の
よ
う
な
要
約
を
ト
マ
ス
は
﹁
信
仰

箇
条
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
必
要
だ
と
い
う

わ
け
で
す
。
ト
マ
ス
は
、﹁
聖
教
は
、
神
に
よ
っ
て
自
己
に
啓
示

さ
れ
た
諸
々
の
基
本
命
題
を
信
じ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹃
神
学
大
全
﹄

第
一
部
、
第
一
問
題
、
第
二
項
︹
創
文
社
版
、
第
一
分
冊
、
八
頁
︺︶
と

言
っ
て
い
て
、
こ
の
﹁
諸
々
の
基
本
命
題
﹂
が
﹁
信
仰
箇
条
﹂

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

で
は
、
信
仰
箇
条
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う

と
、
そ
れ
は
教
会
の
歴
史
の
中
で
﹁
信
条
﹂︵sym

bolum

︶
と
い

う
か
た
ち
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
信
条
と
さ
れ
る
も
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
の
歴
史
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
り

ま
す
が
、
ト
マ
ス
は
﹁
す
べ
て
の
信
経
︹
＝
信
条
：
筆
者
注
︺
に

お
い
て
同
じ
信
仰
の
真
理
が
教
示
さ
れ
て
い
る
﹂︵﹃
神
学
大
全
﹄

第
二
・
二
部
、
第
一
問
題
、
第
九
項
︹
創
文
社
版
、
第
十
五
分
冊
、
四

二
頁
︺︶
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
信
条
の
例
と
し
て
は
、

三
二
五
年
に
、
第
一
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
で
制
定
さ
れ
た
﹁
ニ
カ

イ
ア
信
条
﹂

─
そ
こ
で
は
父
と
子
が
同
一
本
質
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す

─
、
さ
ら
に
そ
れ
が
三
八
一
年
の
第
一
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
公
会
議
で
拡
充
さ
れ
た
﹁
ニ
カ
イ
ア
・

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
信
条
﹂
が
あ
り
、
こ
れ
が
代
表
的

な
信
条
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ミ
サ
曲
に
﹁
ク
レ
ド
﹂︵C

redo

︶
と
い
う
部
分

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
ニ
カ

イ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
信
条
で
す
。
あ
と
有
名
な

信
条
と
し
て
は
、
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

﹁
カ
ル
ケ
ド
ン
信
条
﹂
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が

神
性
と
人
性
と
い
う
二
つ
の
本
性
を
と
も
に
も
つ
と
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
重
要
な
信
条
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
と
と

も
に
西
方
教
会

─
こ
れ
は
東
方
教
会
に
対
し
て
の
呼
称
で
、

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
会
を
ま

と
め
て
西
方
教
会
と
言
い
ま
す

─
に
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て

い
て
、
ニ
カ
イ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
信
条
と
並
ん

で
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
信
条
と
し
て
﹁
使
徒
信
条
﹂

と
呼
ば
れ
る
簡
潔
な
信
条
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
挙

げ
て
み
ま
す
。
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天
地
の
創
造
主
、
全
能
の
父
で
あ
る
神
を
信
じ
ま
す
。

父
の
ひ
と
り
子
、
わ
た
し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

を
信
じ
ま
す
。
主
は
聖
霊
に
よ
っ
て
や
ど
り
、
お
と
め
マ

リ
ア
か
ら
生
ま
れ
、
ポ
ン
テ
ィ
オ
・
ピ
ラ
ト
の
も
と
で
苦

し
み
を
受
け
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て
死
に
、
葬
ら
れ
、

陰よ
　
み府
に
下
り
、
三
日
目
に
死
者
の
う
ち
か
ら
復
活
し
、
天

に
昇
っ
て
、
全
能
の
父
で
あ
る
神
の
右
の
座
に
着
き
、
生

者
と
死
者
を
裁
く
た
め
に
来
ら
れ
ま
す
。
聖
霊
を
信
じ
、

聖
な
る
普
遍
の
教
会
、
聖
徒
の
交
わ
り
、
罪
の
ゆ
る
し
、
か

ら
だ
の
復
活
、
永
遠
の
い
の
ち
を
信
じ
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。

︵
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
︶

諸
真
理
を
成
り
立
た
せ
る
「
第
一
真
理
」
た
る
神

　

そ
れ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
い
う
の
は
信
仰
箇
条
と

い
う
教
義
命
題
を
信
じ
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
面
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
ト
マ
ス
は
、
信
仰
と
い
う
の
は
﹁
第
一
真
理
﹂
を

信
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
信
仰
に
関
し
て
い
え
ば
、
も
し
わ
れ
わ
れ

が
対
象
の
形
相
的
︹
＝
本
質
的
：
筆
者
注
︺
根
拠
を
考
察
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
一
の
真
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い

う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
信
仰
は
何
事

に
た
い
し
て
も
、
そ
れ
が
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
承
認
を
与

え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
⋮
⋮
こ
れ
に
た
い
し
て
、

信
仰
が
そ
れ
ら
に
た
い
し
て
承
認
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
こ

と
が
ら
が
質
料
的
︹
＝
内
容
的
：
筆
者
注
︺
に
考
察
さ
れ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
た
ん
に
神
自
身
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
多

く
の
こ
と
が
ら
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
こ
と
が
ら
は
、
神
に
た
い
し
て
何
ら
か
の
関
係
を
も
つ

か
ぎ
り
に
お
い
て

─
つ
ま
り
、
神
の
何
ら
か
の
働
き
か

け
の
結
果
と
し
て
人
間
が
神
に
お
い
て
悦
び
憩
う
こ
と
へ

と
む
か
う
よ
う
に
扶
助
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

─
で

な
け
れ
ば
信
仰
の
承
認
の
下
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
こ
の
側
面
か
ら
し
て
も
信
仰
の
対

象
は
或
る
意
味
で
第
一
の
真
理
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

神
へ
の
関
係
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
何
事
も
信
仰
の
下
に
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入
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
二
部
、
第
一
問
題
、
第
一
項
︹
創
文
社
版
、

第
十
五
分
冊
、
八
頁
︺︶

　

つ
ま
り
、
先
ほ
ど
信
条
の
例
と
し
て
﹁
使
徒
信
条
﹂
を
挙
げ

ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
お
と
め
マ
リ
ア
や
ポ
ン
テ
ィ
オ
・

ピ
ラ
ト
と
い
っ
た
、
神
そ
の
も
の
と
は
違
う
も
の
が
い
ろ
い
ろ

入
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い

て
も
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
信
じ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
第
一
真
理
で
あ
る
神
と
の
関
係
の
も
と
で
、
第
一
真
理

の
ゆ
え
に
信
じ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
ト
マ
ス
は
言
っ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
く
ま
で
信
仰
の
対
象
と
い
う
の
は
本
来

的
に
は
第
一
真
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

真
理
と
い
う
の
は
真
な
る
認
識
、
た
と
え
ば
﹁
１
＋
１
＝
２
﹂

は
真
で
あ
る
と
我
々
は
言
う
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
と
き

の
﹁
真
で
あ
る
こ
と
﹂
と
い
う
意
味
で
の
真
理
で
す
。
ト
マ
ス
は
、

そ
の
真
理
と
い
う
こ
と
を
、
知
性
認
識
に
お
け
る
﹁
事
物
と
知

性
の
合
致
﹂
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な

真
理
は
複
数
あ
っ
て
、
論
理
的
真
理
や
、
数
学
的
真
理
や
、
科

学
的
真
理
や
、
実
践
的
真
理
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
性
認
識
に

応
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
真
理
が
あ
る
。
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
﹁
真

で
あ
る
こ
と
﹂
の
す
べ
て
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
が
﹁
第
一

真
理
﹂
で
す
。
す
べ
て
の
諸
真
理
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の

が
第
一
真
理
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
信
じ
る
の
が
信
仰
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

第
一
真
理
へ
の
信
仰
に
含
ま
れ
る
「
暗
黙
的
キ
リ
ス
ト
信
仰
」

　

さ
ら
に
、﹁
暗
黙
的
な
信
仰
﹂
と
い
う
こ
と
を
ト
マ
ス
は
論
じ

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
非
常
に
面
白
い
箇
所
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
信
仰
箇
条
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
わ
け
で

す
が
、
そ
れ
が
暗
黙
的
に
は
た
だ
一
つ
の
こ
と
の
中
に
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
同
様
に
、﹃
ヘ
ブ
ル
人
へ
の
書
翰
﹄
第
十
一
章
︵
第

六
節
︶
に
お
い
て
﹁
神
に
近
づ
く
者
は
、
神
が
存
在
し
、
ご

自
分
を
求
め
る
者
た
ち
に
報
い
て
く
だ
さ
る
方
で
あ
る
こ

と
を
信
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
の
べ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
も
と
づ
い
て
、
す
べ
て
の
信
仰
箇
条
は
或
る
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第
一
の
信
ず
べ
き
こ
と
が
ら
、
す
な
わ
ち
神
が
存
在
し
、

摂
理
を
も
っ
て
人
間
の
救
済
を
配
慮
す
る
こ
と
を
信
ず
べ

き
だ
、
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
暗
黙
的
に
ふ
く
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。⋮
⋮
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
他
の
︵
こ

れ
ら
第
一
の
信
仰
箇
条
の
︶
後
に
く
る
諸
信
条
の
う
ち
、
さ
ら

に
或
る
も
の
は
他
の
も
の
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
人
間
の
救
済
に
つ
い
て
の
信
仰
の

う
ち
に
、
暗
黙
的
に
キ
リ
ス
ト
の
托
身
と
か
れ
の
受
難
、

お
よ
び
す
べ
て
こ
の
種
の
こ
と
が
ら
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
二
部
、
第
一
問
題
、
第
七
項
︹
創
文
社
版
、

第
十
五
分
冊
、
三
〇
頁
︺︶

　

つ
ま
り
、
第
一
真
理
で
あ
る
神
が
存
在
し
、
そ
し
て
摂
理
、

配
慮
を
も
っ
て
人
間
の
救
済
を
配
慮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

信
じ
て
い
れ
ば
、
た
と
え
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
対
す
る
明
示
的
な
信
仰
を
も
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
第
一
真
理
へ
の
信
仰
の
内
に
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
信
仰

も
暗
黙
的
に
入
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
は
あ
く

ま
で
人
間
を
救
済
す
る
た
め
に
父
な
る
神
が
送
っ
た
わ
け
で
す

か
ら
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
が
暗
黙
的
に
含
ま
れ
て

い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
ト
マ
ス
は
言
っ
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
へ
の
「
明
示
的
信
仰
」
な
き
者
も
救
わ
れ
る
？

　

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
ト
マ
ス
は
、
啓
示
を
受
け
な
か
っ
た
人
々

が
救
わ
れ
る
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
啓
示
を
受
け
な
か
っ
た
人
々
が
救

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
れ
ら
は
仲

介
者
︵
キ
リ
ス
ト
︶
に
た
い
す
る
信
仰
な
し
に
救
わ
れ
た
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
か
れ
ら
が
明
示
的
な
信

仰
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
か
れ
ら
は
神
が
そ

の
御
心
に
か
な
う
仕
方
で
、
ま
た
﹃
ヨ
ブ
記
﹄
第
三
十
五

章
︵
第
十
一
節
︶
に
﹁
か
れ
は
地
の
獣
よ
り
も
む
し
ろ
私
た

ち
に
教
え
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
神
自
ら
が
真
理
を
知
っ

て
い
る
と
こ
ろ
の
或
る
人
々
に
啓
示
し
た
と
こ
ろ
に
し
た

が
っ
て
、
神
は
人
々
を
救
う
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
神
的
摂
理
に
た
い
す
る
暗
黙
的
な
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信
仰
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
二
部
、
第
二
問
題
、
第
七
項
︹
創
文
社
版
、

第
十
五
分
冊
、
七
七
頁
︺︶

　

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
か
ら
言
う
と
、
神
に
よ
る
人
間
の

救
い
は
、
神
で
あ
り
な
が
ら
受
肉
に
よ
っ
て
人
間
の
本
性
を
も

っ
た
、
人
間
と
な
っ
た
神
で
あ
る
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

人
間
の
救
い
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
決
定
的
に
与
え

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
か
ら
は
決

し
て
譲
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
す
べ
て
の

人
は
必
ず
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
あ
る
人
間
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
を

通
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、

キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
か
ぎ
り
は
譲
れ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す

が
、
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
、
暗
黙
的
な
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰

に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
論
的
に
述
べ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

二
十
世
紀
最
大
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
︵K

arl R
ahner 

１
９
０
４
-
１
９
８
４
年
︶
が
、

﹁
無
名
の
キ
リ
ス
ト
者
﹂︵A

nonym
e C

hristen

︶
と
い
う
概
念
を
提

唱
し
て
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
信
仰
者
の
中
に
も
、﹁
無
名

の
キ
リ
ス
ト
者
﹂
と
呼
ぶ
べ
き
人
々
が
い
て
、
彼
ら
は
キ
リ
ス

ト
を
通
し
て
の
救
い
に
参
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
近
い
よ
う
な
こ
と
を
、
す
で
に
十
三
世
紀
の

ト
マ
ス
が
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
暗
黙
的
に
で
は
あ
る
わ
け
で

す
が
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
そ
う
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
で
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

「
信
仰
の
大
き
さ
」
を
「
知
性
」
と
「
意
志
」
か
ら
測
る

　

と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
は
信
仰
を
﹁
徳
﹂
と
し
て
理
解
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
徳
と
し
て
の
信
仰
は
、
神
自
身
を
対
象
と
す

る
徳
︵
対
神
徳
︶
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
対
神
徳
に
は

信
仰
、
希
望
、
愛
徳
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。
ト
マ
ス
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
、
徳
を
人
間
の
習
慣
、
そ
れ
も
善
き
行

為
の
習
慣
と
し
て
理
解
し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
、
自
然
本
性

的
な
徳
に
つ
い
て
の
み
語
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
越
え
て
、
信
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仰
な
ど
の
対
神
徳
は
、
人
間
が
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
恩
寵
に
よ
っ
て
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
ト
マ
ス
は
、そ
の
よ
う
な
徳
と
し
て
の
信
仰
の﹁
大
き
さ
﹂

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

前
述
の
ご
と
く
、
習
慣
の
量
は
二
つ
の
仕
方
で
考
察
さ

れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
対
象
の
側
か
ら

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
基
体
に
よ
る
分
有
に
即
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
。
⋮
⋮
し
か
し
、
質
料
的
に
信
ず
べ
き
こ
と
が
ら
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
多
数
あ
り
、
そ
れ
ら
は
よ
り

明
示
的
に
、
あ
る
い
は
よ
り
少
く
明
示
的
に
受
容
さ
れ
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
一
人
の
人
間
が

他
の
人
間
よ
り
も
よ
り
多
く
の
こ
と
が
ら
を
明
示
的
に
信

じ
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
仰

の
よ
り
大
い
な
る
明
示
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
人
の
人
間

に
お
い
て
よ
り
大
き
な
信
仰
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

　

他
方
、
も
し
信
仰
が
基
体
に
よ
る
分
有
と
い
う
こ
と
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

即
し
て

0

0

0

考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
仕
方

で
起
り
う
る
。
と
い
う
の
も
、
信
仰
の
行
為
は
前
述
の
よ

う
に
、
知
性
と
意
志
と
か
ら
出
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
信
仰
は
一
つ
の
仕
方
で
は
知
性
の
側

か
ら
、
よ
り
大
い
な
る
確
実
性
と
ゆ
る
ぎ
な
さ
の
ゆ
え
に
、

よ
り
大
い
な
る
も
の
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
も
う
一

つ
の
仕
方
で
は
意
志
の
側
か
ら
、
よ
り
大
い
な
る
迅
速
さ
、

熱
意
あ
る
い
は
確
信
の
ゆ
え
に
、
よ
り
大
い
な
る
も
の
と

言
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
二
部
、
第
五
問
題
、
第
四
項
︹
創
文
社
版
、

第
十
五
分
冊
、
一
四
四
-
五
頁
︺、
傍
点
筆
者
︶

　

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
﹁
習
慣
の
量
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
﹁
善
き
行
為
の
習
慣
﹂
と
い
う
意
味
で
の
徳
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
量
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
観
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、﹁
対
象
の
側
﹂
と
い
う
観
点
と
、
も
う
一
つ
、﹁
基
体

に
よ
る
分
有
﹂
と
い
う
観
点
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
﹁
分
有
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、﹁
分
有
﹂
と
い
う

の
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
用
語
で
、
も
と
も
と
の
ギ
リ
シ
ア
語
で
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は
﹁
共
通
に
も
つ
こ
と
﹂
を
意
味
す
る
﹁
メ
テ
ク
シ
ス
﹂

︵m
ethexis

︶、
ラ
テ
ン
語
で
は
﹁
分
け
も
つ
こ
と
﹂
を
意
味
す
る

﹁
パ
ル
テ
ィ
キ
パ
テ
ィ
オ
﹂︵participatio

︶
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
哲

学
で
は
、
現
象
界
に
存
在
す
る
諸
事
物
は
イ
デ
ア
を
分
有
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
ア
の
性
質
を
あ
る
程
度
も
つ
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
個
々
の
美
し
い
も
の

は
、
美
そ
の
も
の
で
あ
る
美
の
イ
デ
ア
を
分
有
す
る
︵
分
け
も
つ
︶

こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
美
し
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
、

と
い
う
よ
う
に
分
有
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
で
、
ト
マ
ス
は
信
仰
の
﹁
大
き
さ
﹂
に
つ
い

て
二
つ
の
観
点
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
第
一
に
、﹁
対
象
の

側
か
ら
﹂
と
い
う
観
点
で
す
が
、
質
料
的
に
信
ず
べ
き
こ
と
が

ら
、
こ
れ
は
内
容
的
に
と
い
う
意
味
で
す
が
、
信
ず
べ
き
こ
と

と
し
て
提
示
さ
れ
る
複
数
の
こ
と
が
ら
が
あ
っ
て
、そ
し
て
、﹁
よ

り
明
示
的
に
﹂
あ
る
い
は
﹁
よ
り
少
な
く
明
示
的
に
﹂
受
容
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
対
象
の
側
か
ら

言
う
と
、
明
示
的
に
信
じ
て
い
る
ほ
う
が
や
は
り
大
き
な
信
仰

で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
明
示
的
に
キ
リ
ス
ト

教
の
信
仰
箇
条
を
信
じ
て
い
る
人
の
ほ
う
が
、
暗
黙
的
に
信
じ

て
い
る
よ
り
も
、
よ
り
大
き
な
程
度
で
信
じ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
意
味
で
、
よ
り
大
き
な
信
仰
が
あ
る
。
信
仰
の
よ
り
大
い

な
る
明
示
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
一
人
の
人
間
に
お
い
て
、

他
の
人
間
よ
り
も
大
き
な
信
仰
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
こ
れ
が
一
つ
の
観
点
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
も
う

一
つ
別
の
観
点
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
は
、
第
二
の
﹁
基
体
に
よ
る
分
有
に
即
し
て
﹂
と
い
う

観
点
で
す
。
基
体
と
い
う
の
は
﹁
も
つ
主
体
﹂﹁
受
け
取
る
主
体
﹂

と
い
う
意
味
で
の
基
体
で
す
。
つ
ま
り
信
仰
と
い
う
徳
を
分
有

す
る
個
々
の
人
間
の
こ
と
で
す
。
そ
の
個
々
の
人
間
に
よ
っ
て

分
有
さ
れ
た
信
仰
と
い
う
徳
に
よ
っ
て
、﹁
信
じ
る
﹂
と
い
う
信

仰
の
行
為
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
信
仰
の
行
為
、﹁
信

じ
る
﹂
と
い
う
行
為
は
知
性
と
意
志
か
ら
出
て
き
ま
す
。
ト
マ

ス
は
、﹁
信
じ
る
﹂
と
い
う
行
為
を
﹁
承
認
と
と
も
に
思
い
め
ぐ

ら
す
﹂
こ
と
と
し
て
定
義
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
信
じ
る
﹂

と
い
う
行
為
は
、
理
性
の
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

意
志
に
よ
る
承
認
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
と
い
う
承
認
と
と
も
に

理
性
に
よ
っ
て
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
と
い
う
、
理
性
と
意
志
に

よ
る
共
同
作
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
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二
部
、
第
二
問
題
、
第
一
項
︹
創
文
社
版
、
第
十
五
分
冊
、
五
〇
-
五

三
頁
︺
を
参
照
︶。

　

し
た
が
っ
て
、
信
仰
は
、
一
つ
の
仕
方
で
は
﹁
知
性
の
側
﹂

か
ら
、﹁
よ
り
大
い
な
る
確
実
性
と
ゆ
る
ぎ
な
さ
の
ゆ
え
に
﹂、

﹁
よ
り
大
い
な
る
も
の
﹂
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
も

う
一
つ
の
仕
方
で
は
、
信
仰
は
﹁
意
志
の
側
﹂
か
ら
、﹁
よ
り
大

い
な
る
迅
速
さ
と
熱
意
、
確
信
の
ゆ
え
に
﹂、﹁
よ
り
大
い
な
る

も
の
﹂
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
信
仰
の
大
き
さ
と
い

う
こ
と
は
、
確
実
な
こ
と
と
し
て
信
じ
て
い
る
と
か
、
熱
意
を

も
っ
て
信
じ
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
何
を
信
じ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ど

の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
よ
り
大
き
な

信
仰
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
こ
と
を
ト
マ
ス
は
語
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。

異
教
徒
の
ほ
う
が
大
き
な
信
仰
を
も
つ
可
能
性

　

そ
う
し
ま
す
と
、
異
教
徒
の
信
仰
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰

よ
り
大
き
な
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
、﹁
基
体
に
よ
る

分
有
に
即
し
て
﹂
と
い
う
第
二
の
観
点
に
よ
っ
て
で
す
が
、
そ

う
い
う
こ
と
が
理
論
的
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ト
マ
ス
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
明
示

的
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
理
論
的
に
考
え

る
か
ぎ
り
そ
う
言
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ト
マ
ス
自
身
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

第
一
の
真
理
を
す
べ
て
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
信
仰
の
本

質
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
第
一
の
真
理
を

す
べ
て
に
優
先
さ
せ
る
人
々
の
う
ち
、
或
る
人
々
は
他
の

人
々
よ
り
も
確
実
に
、
そ
し
て
よ
り
大
い
な
る
熱
意
を
も

っ
て
自
ら
を
第
一
の
真
理
に
従
属
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の

意
味
で
、
信
仰
は
一
人
の
人
間
に
お
い
て
他
の
人
間
に
お

け
る
よ
り
も
大
な
の
で
あ
る
。

︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
二
部
、
第
五
問
題
、
第
四
項
︹
創
文
社
版
、

第
十
五
分
冊
、
一
四
六
頁
︺︶

　

こ
こ
に
は
、
歴
史
的
存
在
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
ま

っ
た
く
出
て
こ
な
い
わ
け
で
、
あ
く
ま
で
第
一
真
理
と
い
う
こ

と
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
第
一
真
理
と
し
て
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信
じ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
第
一
真
理
に
よ
る
救
い
と
い

う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
明
示

的
に
信
じ
て
な
く
て
も
可
能
な
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
が

熱
意
を
も
っ
て
信
じ
て
い
れ
ば
、
あ
ま
り
熱
意
を
も
っ
て
信
じ

て
い
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
よ
り
も
大
き
な
信
仰
を
も
っ
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
ト
マ
ス

が
﹁
異
教
徒
も
そ
う
だ
﹂
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん

あ
り
ま
せ
ん
が
、
理
論
的
に
は
お
そ
ら
く
そ
う
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。﹁
無
名
の
キ
リ
ス
ト
者
﹂
と
し

て
は
、
よ
り
大
き
な
信
仰
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
っ
と
も
ト
マ
ス
は
、
具
体
的
、
明
示
的
な
か
た
ち
で
他
の

諸
宗
教
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
は
異
端
者
を
死
刑
に
す
る
こ
と
を
容
認
し

て
い
ま
す
︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
二
部
、
第
一
一
問
題
、
第
三
項
︹
創

文
社
版
、
第
十
五
分
冊
、
二
五
八
-
九
頁
︺
を
参
照
︶。
ま
た
は
、﹁
ル

カ
に
よ
る
福
音
書
﹂
に
、﹁
無
理
に
で
も
﹂
と
い
う
言
葉

─
﹁
強

い
て
﹂
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が

─
、﹁
無
理
に
で
も

人
々
を
連
れ
て
来
て
、
こ
の
家
を
い
っ
ぱ
い
に
し
て
く
れ
﹂︵
第

一
四
章
、
第
二
三
節
、
新
共
同
訳
︶
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
不
信
仰
者
が
信
仰
へ
と
身
体
的

に
す
ら
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
強
い
て
、
無
理
に
で
も
信

仰
へ
と
連
れ
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
箇
所
も
あ
り

ま
す
︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
二
・
二
部
、
第
一
〇
問
題
、
第
八
項
︹
創
文
社

版
、
第
十
五
分
冊
、
二
二
八
頁
︺
を
参
照
︶。

　

こ
れ
は
、
そ
の
頃
、
カ
タ
リ
派
や
、
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ワ
派
と
い

う
異
端
の
活
動
が
盛
ん
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
重
大
な
社

会
的
脅
威
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
当
時
の
社
会
的
背
景
と

い
う
こ
と
か
ら
く
る
時
代
的
制
約
な
の
だ
ろ
う
と
言
え
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
マ
ス
が
信

仰
に
つ
い
て
理
論
的
に
考
察
す
る
と
き
に
は
異
教
徒
の
信
仰
と

い
う
も
の
も
積
極
的
に
認
め
う
る
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
理
解

に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

４　

啓
示
神
学
に
お
け
る
哲
学
の
位
置
づ
け

世
界
に
「
時
間
的
始
ま
り
」
が
あ
る
か

─

理
性
を
超
え
た
問
い

　

最
後
に
、
神
に
よ
る
﹁
世
界
の
創
造
﹂
の
問
題
に
触
れ
た
い
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と
思
い
ま
す
。
世
界
に
始
ま
り
が
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
う
問

題
に
関
し
て
、
ト
マ
ス
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
が
神
を
原
因
と

し
て
創
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明
確
に
主
張
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
存
在
者
の
存
在
が
全
面
的
に
神

に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
的
な
仕
方
で
理
性
に

よ
っ
て
証
明
で
き
る
と
も
主
張
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
世
界

の
全
存
在
が
原
因
と
し
て
の
神
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
と

い
う
点
で
は
、
世
界
に
は
﹁
根
源
﹂
と
い
う
意
味
で
の
﹁
始
ま

り
﹂
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
哲
学
的
に
証
明
で
き
る
と
い
う
わ

け
で
す
。

　

た
だ
、
世
界
に
﹁
時
間
的
な
﹂
始
ま
り
が
あ
っ
た
の
か
。
も

ち
ろ
ん
聖
書
に
は
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。﹁
創
世
記
﹂
の
冒
頭

に
、﹁
初
め
に
、
神
は
天
地
を
創
造
さ
れ
た
﹂
と
書
い
て
あ
る
わ

け
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
理
性
で
は
証
明
で
き
な
い
と
ト

マ
ス
は
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
逆
も
証
明
で
き
な
い
。
つ

ま
り
、
世
界
に
時
間
的
な
始
ま
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
証

明
で
き
な
い
し
、
時
間
的
な
始
ま
り
は
な
く
て
、
永
遠
の
過
去

か
ら
世
界
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
証
明
で
き
な
い
。

そ
れ
は
、
啓
示
に
よ
っ
て
知
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
信
仰
に
よ

っ
て
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
、
信
じ
ら
れ

る
べ
き
信
仰
箇
条
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
問
題
に
対
す
る
ト

マ
ス
の
回
答
で
す
。

イ
タ
リ
ア
の
ベ
ノ
ッ
ツ
ォ
・
ゴ
ッ
ツ
ォ
リ
に
よ
る
「
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
の
勝
利
」（
１
４
７
１
年
頃
、ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
所
蔵
）の
一
部
。向

か
っ
て
右
は
プ
ラ
ト
ン
、左
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
。
中
央
の
ト
マ
ス
の
足

元
に
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
が
倒
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学

解
釈
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
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「
理
性
の
限
界
を
認
識
」
か
つ
「
理
性
の
自
立
性
を
信
頼
」

　

こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
神
学
者
た
ち

─
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
代
表
的
で
す
が
、
そ
の
他
に
も
ト

マ
ス
が
二
回
目
に
パ
リ
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
と
き
に
同
じ
パ

リ
大
学
の
神
学
教
授
に
就
任
し
、
後
に
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教

に
も
な
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ペ
ッ
カ
ム
︵John Peckham

 

１
２
３
０
-
１

２
９
２
年
︶
と
い
う
人
が
い
ま
す

─
、
彼
ら
は
世
界
に
時
間
的

な
始
ま
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
る
と
主
張
し
て
、

ト
マ
ス
と
論
争
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

前
に
も
申
し
ま
し
た
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
の

哲
学
者
た
ち
は
、
哲
学
的
に
は
﹁
世
界
は
永
遠
の
昔
か
ら
あ
る
﹂

と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

哲
学
の
真
理
と
信
仰
の
真
理
は
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
後
は
、
信
仰
の
真
理
の
み
が
真
理
と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
哲
学
的
に
は
世
界
は
永
遠
の
過
去

か
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
真

理
は
二
つ
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
を
哲
学
史
で
は
﹁
二

重
真
理
説
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
は
理
性
で
は
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は

証
明
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
は
信
仰
が
必
要
だ
と
言
う

わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
学
者
た
ち
は
、
信

仰
の
援
け
を
得
な
い
哲
学
は
必
然
的
に
誤
る
と
主
張
し
ま
し
た

が
、
ト
マ
ス
は
、
人
間
理
性
に
よ
る
哲
学
的
認
識
に
は
限
界
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
限
界
の
と
こ
ろ
ま
で
は
理
性
だ
け
で
確
実
な

知
は
得
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
に
は
誤

る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
で
、
哲
学
者
た
ち
も
た
び
た
び
誤

っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
知
性
は
非
常
に
弱
い
も
の
だ
と

い
う
こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
が
、
原
理
的
に
は
理
性
に
よ
っ
て

人
間
は
正
し
い
認
識
に
到
達
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
哲
学
と
い
う
も
の
の
自
立
性
、
人
間
の
理

性
の
自
立
性
と
い
う
こ
と
を
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
学
者
た
ち
よ

り
は
非
常
に
強
調
し
て
言
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ト
マ
ス
に
は

人
間
の
理
性
に
対
す
る
大
き
な
信
頼
が
あ
っ
た
と
言
え
る
と
思

い
ま
す
。

「
開
か
れ
た
心
」
で
学
ん
だ
ト
マ
ス

　

も
う
一
つ
だ
け
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ト
マ
ス
は
、
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イ
ブ
ン
・
シ
ー
ナ
ー
︵Ibn Sina 

９
７
３
／
９
８
０
頃
-
１
０
３
７
年
︶

─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ア
ヴ
ィ
セ
ン
ナ
︵Aviccena

︶
の
名
で
知

ら
れ
て
い
ま
し
た

─
や
、
イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
と
い
っ
た
イ

ス
ラ
ー
ム
の
哲
学
者
た
ち
、
あ
る
い
は
モ
ー
セ
ス
・
マ
イ
モ
ニ

デ
ス
︵M

oses M
aim

onides 

１
１
３
５
／
１
１
３
８
-
１
２
０
４
年
︶

と
い
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
学
者
・
哲
学
者
た
ち
に
つ
い
て
も
非

常
に
よ
く
研
究
し
て
、
神
学
や
哲
学
の
議
論
を
す
る
と
き
に
そ

う
い
う
人
た
ち
の
主
張
も
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
た
り
し
て
、
彼
ら

の
説
は
あ
る
程
度
は
正
し
い
が
不
十
分
な
点
も
あ
る
と
い
う
よ

う
に
、
批
判
的
な
仕
方
で
可
能
な
か
ぎ
り
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
区
別
を
す
る
わ
け
で
す
。
ど
こ
が
正
し
く
て
ど

こ
が
間
違
っ
て
い
る
と
。
た
だ
、
あ
る
意
味
非
常
に
開
か
れ
た

態
度
で
多
様
な
思
想
に
接
し
て
い
た
。
ト
マ
ス
は
い
ろ
い
ろ
な

人
と
激
し
い
論
争
も
す
る
わ
け
で
す
が
、
論
敵
で
あ
る
ラ
テ
ン
・

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
の
哲
学
者
た
ち
か
ら
も
人
格
的
に
は
と
て

も
尊
敬
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
時
代
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、
異
端
者
を
死
刑
に
す

る
こ
と
は
容
認
さ
れ
る
と
か
、
現
代
で
は
通
用
し
な
い
こ
と
も

い
ろ
い
ろ
言
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

ト
マ
ス
は
中
世
の
厳
格
な
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
も
言
え
る
わ

け
で
す
が
、そ
の
一
方
で
、
非
常
に
開
か
れ
た
心
を
も
っ
て
い
て
、

非
常
に
謙
虚
な
人
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
私
た
ち
も
大

い
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

【
質
疑
応
答
】

ト
マ
ス
の
背
景
に
「
ス
コ
ラ
学
の
伝
統
」
と

「
大
学
の
成
立
」

【
質
問
者
Ａ
】
基
本
的
な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す

が
、
ト
マ
ス
の
よ
う
な
天
才
的
な
神
学
者

─
と
こ
こ
で
は
呼

び
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
人
物
が
ど
う
し
て
生
ま
れ

た
の
か
。
し
か
る
べ
き
時
代
的
・
社
会
的
背
景
と
い
っ
た
も
の

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

【
講
師
】
た
し
か
に
、
あ
あ
い
う
神
学
者
が
突
然
生
ま
れ
る
わ
け

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
﹁
ス
コ
ラ
学
の
伝
統
﹂
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。
問
い
を
立
て
て
、
そ
れ
に
対
し
て
賛
成
と
反
対
の

立
場
か
ら
議
論
を
し
て
対
決
す
る
。
そ
し
て
答
え
を
出
す
。
そ
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う
い
う
、
討
論
と
い
う
か
た
ち
で
真
理
を
探
究
し
て
い
く
と
い

う
の
が
ス
コ
ラ
神
学
、
ス
コ
ラ
哲
学
と
い
う
十
二
世
紀
以
降
の

中
世
後
期
の
学
問
の
あ
り
方
で
し
た
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た

よ
う
に
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
最
初
の
ス
コ
ラ
学
者
で
あ
る
と
言

わ
れ
た
り
し
ま
す
。
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
神
の
存

在
論
的
証
明
﹂

─
こ
れ
は
﹁
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
も
の
が
考

え
ら
れ
得
な
い
何
ら
か
の
も
の
﹂
と
い
う
神
の
概
念
か
ら
、
神

の
存
在
を
論
証
す
る
と
い
う
証
明
で
す

─
を
考
え
る
な
ど
、

非
常
に
論
理
的
な
神
学
を
つ
く
っ
た
人
で
す
。
そ
う
い
う
伝
統

が
あ
る
。
彼
よ
り
少
し
後
の
時
代
の
ア
ベ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
も
非
常

に
論
争
的
な
人
で
し
た
。

　

こ
う
い
う
伝
統
に
加
え
て
、
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
に

か
け
て
﹁
大
学
﹂
と
い
う
も
の
が
成
立
し
ま
す
。
は
じ
め
は
学

生
の
団
体
と
し
て
自
発
的
に
発
生
し
た
り
し
て
、
そ
こ
か
ら
教

師
と
学
生
の
関
係
が
で
き
て
く
る
。
や
が
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大

学
と
か
、
パ
リ
大
学
と
か
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
な
ど
が

生
ま
れ
、
教
師
を
養
成
し
て
学
位
を
与
え
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム

が
で
き
て
、
教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
と
い
う
も
の
が
確
立
し

た
の
が
大
体
、
十
三
世
紀
の
前
半
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
ト
マ

ス
も
、
そ
の
直
後
の
時
期
に
パ
リ
大
学
な
ど
で
勉
強
し
て
教
授

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
ト
マ
ス
が
生
き
た
十
三

世
紀
は
、
体
系
的
・
総
合
的
な
知
を
つ
く
り
上
げ
る
研
究
・
教

育
の
シ
ス
テ
ム
が
完
成
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
と
思

い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
一
つ
に
は
、
神
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
論
理
的
に

論
証
し
て
い
く
と
い
う
ス
コ
ラ
学
の
流
れ
と
い
う
も
の
が
で
き

て
い
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
大
学
と
い
う
場
が
で
き
た
こ
と
、

こ
の
二
つ
が
大
き
な
要
因
と
し
て
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
こ

に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
入
っ
て
き
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
と
か
形
而
上
学
と
か
、
非
常
に
体

系
的
な
哲
学
が
入
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
い
う
坩る

つ
ぼ堝
の
中
に
入
っ
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
そ

こ
か
ら
多
く
を
学
び
、
取
り
入
れ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
だ
ろ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
神
を
信
じ
る
」
と
「
神
の
存
在
と
配
慮
を
信
じ
る
」

【
質
問
者
Ｂ
】
ト
マ
ス
の
場
合
、﹁
神
を
信
じ
る
﹂
こ
と
と
﹁
神

の
存
在
と
配
慮
を
信
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
同
じ
な
の
か
別
な
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の
か
と
い
う
質
問
で
す
。
と
い
う
の
は
、﹁
使
徒
信
条
﹂
の
ほ
う

で
は
﹁
全
能
の
父
で
あ
る
神
を
信
じ
ま
す
﹂
と
端
的
に
書
い
て

あ
り
、
一
方
で
﹃
神
学
大
全
﹄
の
第
二
部
で
は
、﹃
ヘ
ブ
ル
人
へ

の
書
翰
﹄
の
中
身
を
踏
ま
え
て
は
い
ま
す
が
、﹁
神
が
存
在
し
、

摂
理
を
も
っ
て
人
間
の
救
済
を
配
慮
す
る
こ
と
﹂
を
信
ず
べ
き

だ
と
い
う
。
両
者
に
区
別
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
お
聞
き
し

た
い
の
で
す
が
。

【
講
師
】
お
そ
ら
く
、
ト
マ
ス
は
あ
く
ま
で
﹁
第
一
真
理
を
信
じ

る
﹂
と
い
う
立
場
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
真
理
と
い
う
の
は
、

ト
マ
ス
の
哲
学
で
は
、
判
断
に
よ
る
命
題
の
か
た
ち
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
真
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
判
断
に
お
い
て
な
さ

れ
る
。
こ
れ
が
ト
マ
ス
哲
学
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
あ
る
。
た
と
え

ば
﹁
リ
ン
ゴ
﹂
と
い
う
概
念
だ
け
だ
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
真
で

あ
る
と
も
偽
で
あ
る
と
も
言
え
ず
、﹁
リ
ン
ゴ
が
あ
る
﹂﹁
リ
ン

ゴ
が
な
い
﹂、
あ
る
い
は
﹁
リ
ン
ゴ
は
赤
い
﹂﹁
リ
ン
ゴ
は
赤
く

な
い
﹂
な
ど
と
概
念
の
複
合
・
分
割
と
い
う
仕
方
で
判
断
す
る

か
ら
、
そ
の
命
題
に
つ
い
て
真
だ
と
か
偽
だ
と
か
言
え
る
わ
け

で
す
。﹁
１
＋
１
﹂
だ
と
、
ま
だ
真
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。﹁
１

＋
１
は
２
で
あ
る
﹂
と
言
う
と
、﹁
あ
っ
、
そ
れ
は
真
だ
﹂
と
い

う
ふ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
判
断
が
な
い
と
、
真

理
と
い
う
こ
と
す
ら
概
念
と
し
て
も
ち
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
命
題
と
い
う
か
た
ち

─
そ
れ
は
知
性
の
判
断

の
働
き
に
よ
る
も
の
で
す
が

─
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
真

理
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
成
立
す
る
と
い
う
ト
マ
ス
哲
学
の
考

え
方
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
何
か
を
真
で

あ
る
と
信
じ
る
と
き
に
は
必
ず
﹁
命
題
と
し
て
信
じ
て
い
る
﹂

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
本
人
が
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
別
に
し
て
。

　

で
す
か
ら
、︵
使
徒
信
条
で
︶﹁
天
地
の
創
造
主
、
全
能
の
父
で

あ
る
神
を
信
じ
ま
す
﹂
と
言
っ
た
と
き
に
、
天
地
を
造
っ
た
神

を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、﹁
神
は
天
地
を
創
造
し
た
﹂
と
い

う
命
題
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
信
じ
て
い
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
を
命
題
で
あ
る
と
は
意
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
。
そ
れ
を
明
示
的
に
言
う
と
、﹁
天
地
を
創
造
し
た
神
が
存
在

す
る
こ
と
を
信
じ
る
﹂
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。

　

も
し
か
す
る
と
、
仏
教
の
﹁
空
﹂
と
か
、
そ
う
い
う
話
を
も

ち
出
す
と
、
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
変
の
本
質
で
あ
る
﹁
自

性
﹂
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
真
実
の
あ
り
方
︵
空
︶
は
そ
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う
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
な
っ
て
く
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
西
洋
哲
学
の
存
在
論
で
は
、﹁
あ
る
﹂
と
い
う
こ

と
が
根
本
に
あ
り
ま
す
の
で
、
や
は
り
﹁
神
を
信
じ
る
﹂
の
で

あ
れ
ば
、﹁
神
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る
﹂
こ
と
は
そ
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、﹁
全
能
の
父
で
あ
る
神
を
信
じ
る
﹂
こ
と
の
中
に
は
、
そ

の
父
が
﹁
父
﹂
と
し
て
、
父
を
求
め
る
人
々
に
報
い
て
く
だ
さ
る
、

摂
理
を
も
っ
て
人
間
の
救
済
を
配
慮
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
信

じ
る
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

二
種
の
学
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
証
法

【
質
問
者
Ｃ
】　
﹁
テ
オ
ロ
ギ
ア
﹂︵theologia 

神
学
︶
と
い
う
言
葉

と
﹁
サ
ク
ラ
・
ド
ク
ト
リ
ー
ナ
﹂︵sacra doctrina 

聖
教
︶
と
い
う

言
葉
が
あ
っ
て
、
ト
マ
ス
は
自
分
の
体
系
を
後
者
の
名
で
呼
ん

だ
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
﹁
ド
ク
ト
リ
ー
ナ
﹂
と
い
う
言
葉

は
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
ど
う
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の

か
。﹁
聖
な
る
教
え
﹂
と
い
う
、
そ
の
﹁
教
え
﹂
の
部
分
が
ど
う

い
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
も
う
少
し
く
わ
し
く
教
え
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
﹁
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
﹂

︵scientia 

学
︶
に
つ
い
て
は
、
論
証
に
よ
っ
て
確
実
と
な
っ
た
知

と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
比
べ
て
﹁
ド
ク
ト

リ
ー
ナ
﹂
の
含
意
は
何
な
の
か
。
単
な
る
﹁
教
え
﹂
と
い
う
こ

と
だ
け
で
は
な
く
て
、
啓
示
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
が
⋮
⋮
。

【
講
師
】　
﹁
ド
ク
ト
リ
ー
ナ
﹂
と
い
う
言
葉
が
中
世
を
通
し
て
ど

う
使
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
勉
強
不
足
で

私
も
く
わ
し
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
﹃
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
﹄︵D

e doctrina christiana

︶
と
い
う

著
作
も
あ
り
ま
す
の
で
、﹁
ド
ク
ト
リ
ー
ナ
﹂
を
キ
リ
ス
ト
教
の

﹁
教
え
﹂
に
つ
い
て
使
う
と
い
う
伝
統
は
、
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、﹁
ド
ク
ト
リ
ー
ナ
﹂
と
い
う
ラ
テ
ン
語
は

﹁
教
え
る
﹂︵docere

︶
と
い
う
動
詞
に
由
来
し
て
い
ま
す
の
で
、

こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
人
間
の
救
い
に
必
要
な
知
が
人
間
の
力
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
啓
示
に
よ
っ
て
神
か
ら
﹁
教

え
ら
れ
た
﹂
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
は
、
あ
ま
り
く
わ
し
く
ご
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
学
問
に
お
け
る
二
つ
の
論
証
の
仕
方
と
い
う
問
題
が
あ
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り
ま
す
。﹁
哲
学
的
な
学
問
﹂
と
﹁
啓
示
神
学
的
な
学
問
﹂
を
区

別
す
る
場
合
に
、
そ
の
論
証
の
仕
方
が
異
な
る
わ
け
で
す
。﹁
聖

教
は
学
で
あ
る
か
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
は
二
つ
の
学

を
区
別
し
て
い
ま
す
。

　

聖
教
は
学
で
あ
る
。
た
だ
し
、
学
に
二
通
り
の
種
類
が

あ
る
こ
と
を
心
得
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、

一
部
の
学
は
、
知
性
の
自
然
的
光
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な

っ
た
諸
々
の
基
本
命
題
か
ら
出
発
す
る
。
数
学
・
幾
何
学
・

等
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ま
た
一
部
の
学
は
、

上
位
の
学
の
光
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
諸
々
の
基
本

命
題
か
ら
出
発
す
る
。
⋮
⋮
い
ま
、
聖
教
が
学
で
あ
る
の

は
こ
の
第
二
の
仕
方
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
上
位
の

学

─
す
な
わ
ち
神
な
ら
び
に
至
福
な
る
者
た
ち
に
お
け

る
知

─
の
光
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
諸
々
の
基
本

命
題
か
ら
出
発
す
る
。︵﹃
神
学
大
全
﹄
第
一
部
、
第
一
問
題
、

第
二
項
︹
創
文
社
版
、
第
一
分
冊
、
八
頁
︺︶

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
部
の
学
は
知
性
の
自

然
的
光
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
諸
々
の
基
本
命
題
か
ら
出

発
す
る
。
こ
れ
は
数
学
の
公
理
み
た
い
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ

以
前
に
は
遡
れ
な
い
、
自
明
的
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
命
題

で
す
。
た
と
え
ば
、
同
一
律
と
か
矛
盾
律
な
ど
の
論
理
的
な
法

則
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
人
間
の
自
然
的
な
理
性

だ
け
で
わ
か
る
命
題
で
す
。
そ
う
い
う
基
本
命
題
か
ら
出
発
し

て
論
証
し
て
い
く
。
そ
れ
が
、
数
学
や
自
然
学
な
ど
の
諸
科
学

で
あ
り
、
哲
学
的
な
学
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
上
位
の
学
の
光
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
基

本
命
題
か
ら
出
発
す
る
。
聖
教
が
学
で
あ
り
、
論
証
的
な
知
識

で
あ
る
の
は
こ
の
第
二
の
仕
方
で
す
。
神
や
至
福
な
る
者
た
ち
、

聖
者
た
ち
に
お
け
る
知
の
光
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
命
題

か
ら
出
発
す
る
。
そ
の
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
を
、
神
は
わ
か

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
西
方
教
会
に
は
人
間
の
至
福
と
は
﹁
神

を
見
る
こ
と
﹂︵visio D

ei

︶
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
伝
統
的
に

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
人
間
に
は
可
能

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
聖
者
の
よ
う
に
天
国
で
神
を
見

て
い
る
人
た
ち
に
は
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
啓

示
を
通
し
て
我
々
は
受
け
取
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
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は
、
信
仰
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
諸
々
の
基
本
命
題
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
か

ら
論
理
的
に
論
証
し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
論
証
的
な
知
で
あ

る
。
そ
れ
が
確
実
な
知
で
あ
る
根
拠
は
、
神
の
知
、
こ
れ
は
神

自
身
が
も
っ
て
い
る
知
で
す
ね
、
そ
の
真
理
に
依
存
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
信
仰
と
い
う
こ
と
は
必
要
な
わ
け
で
す
。
そ

れ
を
信
じ
る
し
か
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
人
間

の
力
で
は
可
能
で
な
く
て
、
神
の
恩
寵
・
恩
恵
に
よ
っ
て
可
能

に
な
る
と
い
う
こ
と
を
ト
マ
ス
は
言
う
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を

前
提
と
し
て
、
あ
と
は
論
証
し
て
い
く
と
い
う
仕
方
で
、
神
学

の
結
論
は
確
実
な
知
と
し
て
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
神
学
は
学

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ト
マ
ス
は
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

︵
し
ば
も
と　

こ
う
へ
い
／
上
智
大
学
非
常
勤
講
師
︶

※
２
０
１
５
年
12
月
10
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。


