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︿
原
著
論
文
﹀

吉
満
義
彦
の
人
間
観

︱
︱
﹁
近
代
の
超
克
﹂
と
︿
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
︱
︱

村

松

晋

１

問
題
の
所
在

昭
和
十
七
年
秋
、
雑
誌
﹃
文
学
界
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
座
談
会
﹁
近
代
の
超
克
﹂

は
、﹁
世
界
史
の
哲
学
﹂
と
も
ど
も
、
今
な
お
議
論
の
対
象
た
り
得
る
ほ
ど
に
、
思

想
的
な
磁
力
を
放
つ
︿
出
来
事
﹀
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
、﹁
近
代
の
超
克
﹂
を
論

じ
た
研
究
書
に
お
い
て
、
参
加
者
中
、
唯
一
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
吉
満
義
彦
︵
明

治
三
十
七
年
～
昭
和
二
十
年
︶
は
、
ほ
と
ん
ど
論
究
︵
論
及
︶
の
対
象
と
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た(

)

。
む
し
ろ
﹁
近
代
の
超
克
﹂
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
論
考
は
、
こ
の

１

カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
を
﹁
問
題
﹂
に
し
な
い
こ
と
に
よ
り
展
開
し
て
き
た
感
さ
え

あ
る
。

し
か
し
一
般
論
と
し
て
見
て
も
、
複
数
か
ら
な
る
問
題
提
起
を
、
一
部
の
立
場

に
整
理
・
集
約
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
上
に
、︿
近
代
﹀
を
め
ぐ
る
論
点
の
性
質

上
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
ら
ぬ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
家
な
る
吉
満
の
ま
な
ざ
し
は
、

﹁
近
代
の
超
克
﹂
と
い
う
︿
問
題
﹀
を
問
う
上
で
、
原
理
的
に
無
視
し
得
な
い
は
ず

で
あ
る
。
か
く
し
て
本
稿
で
は
、
吉
満
が
﹁
近
代
の
超
克
﹂
に
託
し
た
世
界
を
詳

ら
か
に
す
べ
く
、
彼
が
座
談
に
先
立
ち
著
し
た
論
考
﹁
近
代
超
克
の
神
学
的
根
拠

︱
い
か
に
し
て
近
代
人
は
神
を
見
出
す
か
？
︱
﹂
の
内
、
以
下
の
一
節
を
手
が
か

り
に
考
察
を
加
え
た
い
。
い
わ
く
﹁
こ
の
近
代
救
済
な
い
し
超
克
の
道(

)

﹂
は
﹁
人

２

間
性
を
具
体
的
全
体
性
に
お
い
て
そ
の
精
神
可
能
性
と
精
神
要
請
を
全
的
に
生
か

し
秩
序
づ
け
る
も
の
と
し
て
人
間
性
の
別
途
な
る
肯
定
を
意
味
す
る
神
中
心
的

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
い
し
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
︵
h
u
m
a
n
ism
e
in
té
g
ra
l︶

と
マ
リ
タ
ン
が
名
づ
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
宗
教
性
に
あ
る
﹂
と(

)

。
３

こ
の
表
現
は
吉
満
の
言
う
﹁
近
代
超
克
﹂
が
、﹁
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
の

提
唱
に
尽
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
繰
り
返
さ

れ
る
﹁
人
間
性
﹂
の
語
が
象
徴
す
る
ご
と
く
、
吉
満
に
お
い
て
﹁
近
代
超
克
﹂
は
、

﹁
人
間
性
﹂
の
見
方
す
な
わ
ち
人
間
観
の
転
回
と
不
可
分
視
さ
れ
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
然
ら
ば
吉
満
の
説
く
﹁
近
代
超
克
﹂
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

言
う
と
こ
ろ
の
﹁
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
を
、
そ
の
人
間
観
に
遡
及
し
て
明

ら
か
に
す
べ
き
は
論
を
俟
た
な
い
。
吉
満
は
昭
和
十
九
年
に
は
病
臥
が
ち
と
な
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り
、
翌
年
に
は
亡
く
な
る
た
め
、
最
晩
年
の
論
考
の
要
と
言
え
る
そ
の
人
間
観
に

肉
迫
す
る
こ
と
は
、
吉
満
研
究
に
対
し
て
も
、
い
さ
さ
か
の
寄
与
を
な
し
得
る
も

の
と
考
え
る
。
な
お
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
し
て
、
初
期
論
考
か
ら
晩
年
の
著

作
ま
で
扱
う
が
、
各
著
作
か
ら
吉
満
の
人
間
観
を
再
構
成
し
、
そ
の
特
質
を
浮
き

彫
り
に
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
だ
け
に
、
発
表
媒
体
・
時
期
へ
の
目
配
り
は

あ
え
て
捨
象
し
た
点
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い(

)

。
４

２

目
的
論
的
存
在
と
し
て
の
人
間

吉
満
の
人
間
観
を
詳
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ご
く
最
初
期
の
論
考
﹁﹃
現

代
の
転
向
﹄
と
﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
﹄﹂
の
中
の
次
の
一
節
に
注
意
を
促
す
こ

と
か
ら
始
め
た
い
。
い
わ
く
﹁
宗
教
の
問
題
は
永
遠
の
問
題
で
あ
る
超
時
間
の
、

一
切
所
造
に
依
存
す
る
事
な
き
其
自
身
充
足
完
全
な
る
﹃
あ
り
て
あ
る
﹄︵
ip
su
m

e
sse︶
永
遠
の
実
在
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
而
か
も
そ
れ
は
造
ら
れ
た
る
有
ら

さ
れ
て
あ
る
、
理
性
的
存
在
た
る
人
間
が
此
の
創
造
者
に
対
す
る
問
題
で
あ
る(

)

﹂
５

と
。
こ
こ
に
は
吉
満
に
お
け
る
人
間
が
、
何
よ
り
も
﹁
造
ら
れ
た
る
有
ら
さ
れ
て

あ
る
﹂﹁
所
造
﹂
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
は
﹁
一
切
所
造
に
依
存
す
る
事
な
き

其
自
身
充
足
完
全
﹂
な
存
在
で
な
く
、
あ
く
ま
で
相
対
的
な
存
在
、
す
な
わ
ち
︿
関

係
﹀
に
お
い
て
の
み
存
立
し
得
る
存
在
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。

同
様
の
認
識
は
昭
和
八
年
の
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
観
の
根
本
理
念
﹂
に
も
示
さ

れ
て
い
る
。
い
わ
く
﹁
神
の
完
き
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
﹃
無
﹄
よ
り
︵
e
x
n
ih
ilo︶

創
造
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
は
そ
の
有
る
限
り
そ
の
本
質
に
お
い
て
神
よ
り

の
も
の
、
神
へ
の
依
属
に
お
い
て
の
み
世
界
は
あ
る(

)

﹂
と
。
こ
こ
で
も
明
示
さ
れ

６

て
い
る
よ
う
に
、
吉
満
は
人
間
を
﹁
創
造
者
﹂
た
る
﹁
神
へ
の
依
属
﹂
に
お
い
て

の
み
存
立
し
得
る
、﹁
造
ら
れ
た
る
有
ら
さ
れ
て
あ
る
﹂
存
在
と
見
た
。
言
い
換
え

れ
ば
吉
満
は
、
こ
の
原
理
的
な
︿
関
係
﹀
か
ら
逸
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
存
立
し
得

な
い
︿
無
﹀
な
る
も
の
と
し
て
人
間
を
把
握
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
い
わ
ば
︿
起
点
﹀
と
し
て
﹁
創
造
者
﹂
と
の
︿
関
係
﹀

を
置
き
、
そ
の
︿
関
係
﹀
に
あ
る
べ
く
﹁
造
ら
れ
た
る
有
ら
さ
れ
て
あ
る
﹂
存
在

と
し
て
人
間
を
捉
え
る
吉
満
は
、
人
間
の
︿
起
点
﹀
な
ら
ぬ
︿
終
点
﹀、
す
な
わ
ち

人
間
が
目
指
す
べ
き
︿
目
的
﹀
に
関
し
て
も
、
各
人
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
た
問
題

と
し
て
処
理
せ
ず
に
、
あ
ら
か
じ
め
﹁
造
ら
れ
た
る
有
ら
さ
れ
て
あ
る
﹂
も
の
と

し
て
把
握
し
た
。
た
と
え
ば
最
初
期
の
論
考﹁
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
﹂

で
は
、﹁
全
宇
宙
体
系
は
此
の
神
へ
の
秩
序
づ
け
に
お
い
て
目ヽ

的ヽ

論ヽ

的ヽ

に
構
成
さ

れ
た
一
大
コ
ス
モ
ス(

)︵
傍
点
原
文
、
以
下
同
じ
︶﹂
と
な
し
、﹁
人
生
の
終
局
目
的
最

７

高
価
値
は
所
謂
人
間
文
化
価
値
や
精
神
生
活
︵
G
e
iste
s-L
e
b
e
n
︶
の
位
置
に
留
る

も
の
で
な
く
宇
宙
一
切
の
所
造
的
価
値
を
超
絶
せ
る
創
造
者
自
身
で
あ
る(

)

﹂
と
断

８

じ
て
お
り
、
人
間
の
︿
目
的
﹀
を
そ
の
︿
起
点
﹀
同
様
に
、
あ
ら
か
じ
め
万
人
に

課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
説
い
て
い
た
。

晩
年
の
論
考
﹁
宗
教
と
文
化
の
理
念
﹂
に
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
い
わ
く
﹁
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
そ
の
﹃
告
白
録
﹄
の
劈
頭
に
お
い
て
﹃
神
に
至
る
ま
で
わ
れ

ら
の
心
は
憩
う
こ
と
な
し
﹄
と
言
い
、
そ
れ
は
神
が
神
自
身
に
向
か
っ
て
人
間
を

造
り
た
も
う
た
か
ら
だ
と
い
う
の
も
、
す
で
に
人
間
は
超
自
然
的
な
恩
寵
の
関
係
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に
当
初
よ
り
置
か
れ
て
あ
っ
た
そ
の
超
自
然
的
な
恩
寵
秩
序
へ
の
救
い
出
し
に
至

る
ま
で
は
不
安
な
る
を
意
味
す
る(

)

﹂
と
。
右
表
現
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
に

９

お
い
て
人
間
の
︿
目
的
﹀
は
、﹁
超
自
然
的
な
恩
寵
の
関
係
に
当
初
よ
り
置
か
れ
て

あ
﹂
る
も
の
と
し
て
、
生
涯
不
変
の
視
座
と
な
っ
て
い
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、﹁
人
生
の
終
局
目
的
最
高
価
値
﹂
を
﹁
創
造
者
﹂
に
置
く
と
は

具
体
的
に
何
を
指
す
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
、
吉
満
は
﹁
聖
ト
ー

マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
﹂
右
引
用
に
続
き
、
ト
マ
ス
に
よ
り
つ
つ
、﹁
人
間
本
性

の
究
極
目
的
と
し
て
の
神
の
観
想
︵
C
o
n
te
m
p
la
tio
D
e
i︶
乃
至
神
の
本
質
の
直

観
︵
V
isio
d
iv
in
a
e
e
sse
n
tia
e

(

)

︶﹂
と
明
言
し
、
ま
た
後
に
も
触
れ
て
い
く
と
お

10

り
、
別
の
箇
所
で
も
如
上
の
趣
旨
を
繰
り
返
す
。
こ
の
意
味
で
吉
満
は
、﹁
人
生
の

終
局
目
的
最
高
価
値
﹂
を
、
一
貫
し
て
神
の
﹁
v
isio﹂
に
、
す
な
わ
ち
神
の
︿
直

視
﹀
に
据
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
こ
そ
重
要
な
問
題
が
わ
だ
か
ま
る
。
と
い
う
の
も
上
記

引
用
部
﹁
造
ら
れ
た
る
有
ら
さ
れ
て
あ
る
、
理
性
的
存
在
た
る
人
間
が
此
の
創
造

者
に
対
す
る
問
題
で
あ
る
﹂
と
の
表
現
が
表
す
よ
う
に
、
吉
満
に
お
い
て
﹁
一
切

所
造
﹂
の
﹁
創
造
者
﹂
と
は
何
よ
り
も
︿
超
越
者
﹀
で
あ
っ
た
。
ま
た
吉
満
の
神

は
﹁
一
切
所
造
に
依
存
す
る
事
な
き
其
自
身
充
足
完
全
な
る
﹂
点
で
、﹁
一
切
所
造
﹂

と
は
一
線
を
画
す
︿
絶
対
他
者
﹀
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、﹁
所
造
﹂
た
る
人

間
が
そ
の
ま
ま
で
、
か
よ
う
な
︿
絶
対
他
者
﹀
の
﹁
v
isio﹂、
す
な
わ
ち
神
の
︿
直

視
﹀
を
﹁
人
生
の
終
局
目
的
最
高
価
値
﹂
に
す
る
こ
と
は
矛
盾
、
否
、﹁
不
遜
﹂
と

さ
え
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
一
見
理
解
し
が
た
い
主
張
を
解
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、如
上
の
視
座
が
、

ト
マ
ス
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
、
人
間
へ
の
形
而
上
的
な
洞
察
に
裏
づ
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
看
取
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
吉
満
は
前
掲
﹁
聖
ト
ー
マ
ス
世

界
観
の
根
本
概
念
﹂
で
、﹁
人
間
精
神
は
理
性
な
る
限
り
、
可
能
的
に
は
一
切
の
有

を
包
括
し
得
る
も
の(

)

﹂
ゆ
え
に
理
性
は
﹁
そ
の
充
足
的
な
対
象(

)

﹂
と
し
て
、
個
々

11

12

の
有
限
か
つ
特
定
の
対
象
を
超
え
﹁
最
普
遍
有
即
ち
神(

)

﹂
に
至
る
ま
で
充
た
さ
れ

13

な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
同
様
に
、
昭
和
七
年
の
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間

概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂で
は
、﹁
理
性
は
普
遍
性
の
認
識
能
力
で
あ
り
、

普
遍
善
を
も
っ
て
で
な
け
れ
ば
理
性
的
本
性
は
満
足
さ
れ
得
な
い(

)

﹂
と
説
き
、﹁
人

14

間
本
性
の
究
極
目
的
﹂
は
特
定
か
つ
限
定
的
な
﹁
善
﹂
で
は
な
く
、﹁
理
性
的
本
質

の
故
に
神
自
身
の
造
ら
れ
ざ
る
善
自
身
の
他
に
な(

)

﹂
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
﹁
人
生

15

の
終
局
目
的
最
高
価
値
は
所
謂
人
間
文
化
価
値
や
精
神
生
活
︵
G
e
iste
s-L
e
b
e
n
︶

の
位
置
に
留
る
も
の
で
な
く
宇
宙
一
切
の
所
造
的
価
値
を
超
絶
せ
る
創
造
者
自

身
﹂
以
外
に
な
い
必
然
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
﹁
理
性
的
存
在
﹂
た

る
人
間
は
、﹁
人
生
の
終
局
目
的
最
高
価
値
﹂
を
、
お
の
ず
か
ら
﹁
創
造
者
自
身
﹂

に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
吉
満
は
見
通
し
た(

)

。
16

さ
ら
に
吉
満
は
、
か
く
し
て
必
然
化
さ
れ
た
形
而
上
的
目
的
は
、
人
間
に
お
い

て
現
実
化
す
る
可
能
性
を
は
ら
む
と
捉
え
て
い
た
。
そ
の
際
、吉
満
が
恃
む
の
は
、

後
述
す
る
よ
う
な
神
の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
神
の
象
徴
と
し
て
の
﹁
受

肉
﹂
の
出
来
事
だ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
ま
ず
言
え
ば
、
吉
満
に
お
い
て
﹁
受
肉
﹂

の
出
来
事
は
、
第
一
に
、
神
に
よ
る
人
間
の
肯
定
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
た

と
え
ば
最
晩
年
の
論
考
﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
弁
証
法
神
学
﹂
の
中
で
、
吉
満
は
﹁
所

造
性
の
深
淵
に
ま
で
、
人
間
本
性
の
中
核
に
ま
で
侵
入
し
て
そ
れ
を
自
己
の
有
と
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な
し
給
う
た
﹃
受
肉
の
神
﹄︵
D
e
u
s
in
c
a
rn
a
tu
s

(

)

︶﹂
と
述
べ
、﹁
人
間
本
性
﹂
が
神

17

に
よ
っ
て
﹁
自
己
の
有
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
神
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
た

こ
と
を
﹁
受
肉
﹂
を
根
拠
に
主
張
し
て
い
た
。
昭
和
十
二
年
の
論
考
﹁
マ
テ
ィ
ア

ス
・
ヨ
ゼ
フ
・
シ
ェ
ー
ベ
ン
と
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
問
題
﹂
に
て
も
、﹁
キ
リ

ス
ト
に
お
い
て
人
間
的
本
性
は
神
の
子
の
神
的
光
栄
と
聖
と
実
体
的
に
一
体
と
な

り
給
う
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
が
て
神
人
に
お
い
て
人
性
は
神
性
と
同
一
無
限
愛

を
も
っ
て
愛
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る(

)

﹂﹁
In
c
a
rn
a
tio
な
し
に
こ
の
人
間
の
尊

18

厳
は
人
間
の
側
か
ら
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
の
価
値
に
お
い
て

も
多
少
不
完
全
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う(

)

﹂
と
、﹁
受
肉
﹂
に
お
い
て
﹁
人
性
は
神

19

性
と
同
一
無
限
愛
を
も
っ
て
愛
さ
れ
た
こ
と
﹂
を
重
視
し
た
。

し
か
し
吉
満
は
、
そ
の
よ
う
に
神
が
﹁
人
性
﹂
を
﹁
神
性
と
同
一
無
限
愛
を
も
っ

て
愛
さ
れ
た
こ
と
﹂
の
み
を
根
拠
と
し
、︿
絶
対
他
者
﹀
の
﹁
v
isio﹂
可
能
を
説
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
注
意
す
べ
き
は
吉
満
が
前
掲
﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
弁
証

法
神
学
﹂
に
お
い
て
、﹁
我
ら
の
上
に
超
絶
す
る
神(

)

﹂
を
﹁
自
然
の
う
ち
に
自
ら
を

20

現
し
て
い
く
創
造
物
を
通
じ
て
進
展
し
て
ゆ
く
、
す
な
わ
ち
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
よ

り
も
美
し
く
野
の
百
合
を
装
い
給
う
イ
エ
ズ
ス
の
神(

)

﹂
と
説
く
点
で
あ
る
。
こ
の

21

描
写
が
明
示
す
る
と
お
り
、
吉
満
に
お
い
て
﹁
我
ら
の
上
に
超
絶
す
る
神
﹂
は
﹁
創

造
物
﹂
に
﹁
自
ら
を
現
し
て
い
く
﹂
神
、
す
な
わ
ち
﹁
所
造
﹂
と
そ
の
性
質
を
分

か
ち
あ
う
神
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
神
が
﹁
自
ら
の
善
を
所
造
に
通
与(

)

﹂
し
た
こ
と
、
な
か
ん
ず
く
人
間

22

が
神
の
﹁
霊
の
息
吹
を
保(

)

﹂
ち
、
そ
の
﹁
似
像
﹂
た
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
こ
と
の

23

動
し
難
い
証
し
を
も
、
吉
満
は
﹁
受
肉
﹂
の
出
来
事
に
見
出
し
て
い
た
。
こ
の
点
、

示
唆
に
富
む
の
が
前
掲
﹁
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ヨ
ゼ
フ
・
シ
ェ
ー
ベ
ン
と
現
代
カ
ト
リ
ッ

ク
神
学
の
問
題
﹂
に
お
け
る
次
の
一
節
で
あ
る
。
い
わ
く
﹁﹃
受
肉
﹄
の
目
的
は
単

に
罪
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
秩
序
の
回
復
に
尽
く
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
受
肉
化

は
所
造
の
中
に
永
遠
の
神
内
面
的
生
命
過
程
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
、
所
造
へ
の
神
の
最
高
の
最
大
の
自
己
媒
介
ま
た
神
的
豊
か
さ
の
力
強
き
啓
示

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
か
く
し
て
創
造
の
頂
点
た
り
頭
た
る
も
の
で
あ

る(

)

﹂
と
。
ま
た
昭
和
十
三
年
の
一
文
﹁
神
秘
主
義
概
論
﹂
に
て
も
﹁
キ
リ
ス
ト
教

24は
こ
の
﹃
人
間
と
な
れ
る
神
﹄︵
In
c
a
rn
a
tio
,M
e
n
sc
h
w
e
rd
u
n
g
︶
に
よ
っ
て
﹃
人

間
の
神
化
﹄
す
な
わ
ち
人
間
の
神
的
生
命
へ
の
参
与
の
可
能
の
恩
寵
を
告
知
す
る

も
の(

)

﹂
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
吉
満
は
﹁
受
肉
﹂
の
出
来

25

事
に
﹁
人
間
の
尊
厳
﹂
の
根
拠
共
々
、
そ
の
自
己
超
越
的
な
可
能
性
の
根
拠
を
も

見
て
い
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
可
能
性
の
現
実
化
を
担
う
の
は
、
先
に
も
少
し
く
触
れ
た
と
お
り
、
人
間

の
認
識
の
要
と
な
る
︿
理
性
﹀
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
吉
満
に
お
い
て
、︿
認
識
﹀

を
そ
の
本
質
の
一
つ
と
す
る
神(

)

の
﹁
息
吹
﹂
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
と
確
信
さ
れ
て

26

い
た
。
た
と
え
ば
﹁
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
﹂
で
は
﹁
能
動
理
性
﹂
を

称
し
、﹁
実
に
ト
ー
マ
ス
に
取
つ
て
能
動
理
性
は
人
間
に
お
け
る
一
種
の
神
性
の

光
り
の
分
有
で
あ
り
神
の
似
姿
で
あ
り
、
従
つ
て
此
れ
に
よ
つ
て
の
理
性
の
活
動

は
神
の
活
動
へ
の
分
有
で
あ
る(

)

﹂
と
述
べ
、
ま
た
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
観
念

27

の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂
に
て
も
、﹁
聖
ト
マ
ス
は
⋮
理
性
的
存
在
に
お
い
て

は
本
然
的
神
欲
求
と
竟
極
の
祝
福
︵
b
e
a
titu
d
o︶
の
神
直
観
と
を
可
能
な
ら
し
む

べ
き
理ヽ

性ヽ

の
光
の
類ヽ

似ヽ

︵
sim
ilitu
d
o
e
x
p
a
rte
v
isiv
a
e
p
o
te
n
tia
e︶
を
認
め
る(

)

﹂
28
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と
、
い
ず
れ
も
韜
晦
な
表
現
な
が
ら
、
ト
マ
ス
の
主
張
に
こ
と
よ
せ
て
、
神
が
人

間
に
﹁
通
与
﹂
し
た
﹁
息
吹
﹂
と
し
て
の
︿
理
性
﹀
把
握
と
、
そ
の
よ
う
な
︿
理

性
﹀
に
秘
め
ら
れ
た
﹁
神
直
観
と
を
可
能
な
ら
し
む
﹂
力
へ
の
信
頼
を
強
調
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
吉
満
は
人
間
の
︿
理
性
﹀
が
そ
の
ま
ま
で
﹁
神
直
観
﹂
を
﹁
可

能
﹂
と
す
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
示
唆
に
富
む
の
は
、
吉
満
が
﹁
神
の
認

識
﹂
を
中
心
に
論
じ
た
最
晩
年
の
長
大
な
論
考
﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け

る
理
性
と
信
仰
﹂
に
お
い
て
、﹁
わ
れ
ら
は
そ
の
顕
れ
ん
と
き
わ
れ
ら
が
神
に
似
奉

る
べ
き
を
知
れ
り
、
そ
れ
は
こ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
奉
る
べ
け
れ
ば
な
り(

)

﹂
と

29

ヨ
ハ
ネ
第
一
書
三
章
二
節
に
注
意
を
促
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
人
間
が
神
を
﹁
あ
る
が
ま
ま
に
見
奉
る
﹂
に
は
、
原
理
的

に
﹁
わ
れ
ら
が
神
に
似
奉
る
べ
き
﹂
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
実
際
、
以
下

に
見
る
と
お
り
、
吉
満
に
お
い
て
神
を
﹁
あ
る
が
ま
ま
に
見
奉
る
﹂
こ
と
、
す
な

わ
ち
神
を
﹁
v
isio﹂
す
る
こ
と
、
神
を
︿
直
視
﹀
す
る
こ
と
は
、
人
間
が
﹁
神
に

似
奉
る
﹂
に
至
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
神
と
﹁
一
致
﹂﹁
一
体
化
﹂
す
る
こ
と
と
不

可
分
視
さ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
吉
満
は﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
観
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂

の
中
で
、﹁︵
ト
マ
ス
と
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
に
お
い
て
︶
と
も
に
人
生
竟
極
の
目

的
は
﹃
愛
に
お
け
る
神
と
の
一
体
化
﹄
︱
Q
u
i
a
d
h
a
e
re
t
D
e
o
,
u
n
u
s
sp
iritu
s

e
st︱
に
ほ
か
な
ら
な
い(

)

﹂
と
述
べ
、
か
つ
﹁
神
へ
の
愛
に
お
け
る
一
致
に
お
け
る

30

神
性
直
観
と
い
う
竟
極
目
的(

)

﹂
と
記
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
表
現
は
、
吉
満
に
お

31

い
て
﹁
人
生
の
終
局
目
的
最
高
価
値
﹂
で
あ
る
﹁
神
の
本
質
の
直
観
﹂
が
、﹁
神
へ

の
愛
﹂
と
そ
れ
に
基
づ
く
﹁
神
と
の
一
体
化
﹂﹁
一
致
﹂
に
お
い
て
成
立
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、﹁
神
の
本
質
の
直
観
﹂
は
、

﹁
人
生
の
終
局
目
的
最
高
価
値
﹂
と
い
う
点
で
、﹁
愛
に
お
け
る
神
と
の
一
体
化
﹂

と
同
義
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
﹁
神
へ
の
愛
に
お
け
る
一
致
﹂
に
つ
い
て
吉
満
は
、
昭
和
九
年
﹁
マ
リ
テ

ン
と
神
学
的
人
間
学
の
政
治
倫
理
﹂
の
中
で
﹁
キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
が
神
と
な
る

べ
く
召
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
超
絶
的
神
の
本
性
へ
の

聖
寵
の
分
与
に
、
神
と
の
愛
の
一
致
に
よ
る(

)

﹂
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

32

﹁
神
と
の
愛
の
一
致
﹂
す
な
わ
ち
﹁
神
へ
の
愛
に
お
け
る
一
致
﹂
と
い
う
表
現
に
託

さ
れ
た
意
味
世
界
が
、﹁
人
間
が
神
と
な
る
﹂こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
﹁
人
間
が
神
と
な
る
べ
﹂
き
こ
と
は
、
神
の
﹁
v
isio﹂
同
様
に
、
人
間
の

﹁
造
ら
れ
た
る
有
ら
さ
れ
て
あ
る
﹂
目
的
と
し
て
も
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表

す
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
吉
満
は
、﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い

て
﹂
の
中
で
、﹁
理
性
的
存
在
は
特
別
に
も
神
を
認
識
し
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神

に
達
す
る
た
め
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
あ
る(

)

﹂
と
記
述
し
て
い
る
。﹁
理
性
的
存
在
﹂

33

と
は
人
間
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
吉
満
に
お
い
て
﹁
人
間
本
性
の
究
極
目
的
﹂
は

先
験
的
に
﹁
秩
序
づ
け
ら
れ
て
あ
る
﹂
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
一
節
は
、

吉
満
が
﹁
神
に
達
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
、﹁
神
の
本
質
の
直
観
﹂、﹁
愛
に
お
け
る

神
と
の
一
体
化
﹂、﹁
人
間
が
神
と
な
る
﹂
こ
と
共
々
、﹁
人
間
本
性
の
究
極
目
的
﹂

と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
証
拠
立
て
て
い
る
。

以
上
、
こ
れ
ら
の
叙
述
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
吉
満
に
お
い
て
﹁
人
間
本
性
の

究
極
目
的
﹂
は
、﹁
愛
に
お
け
る
神
と
の
一
体
化
﹂
で
あ
り
、﹁
神
へ
の
愛
﹂
に
お
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い
て
神
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
意
味
で
そ
れ
は
﹁
神
に
達
す
る
こ
と
﹂、
ま
た
人
間

が
﹁
神
と
な
る
﹂
こ
と
で
あ
り
、
而
し
て
吉
満
は
そ
の
こ
と
を
﹁
神
の
本
質
の
直

観
﹂
と
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
既
述
の
と
お
り
、
人

間
が
神
を
︿
直
視
﹀
す
る
に
は
、
人
間
が
﹁
神
に
似
奉
る
﹂
に
至
る
こ
と
、
そ
の

た
め
に
神
と
﹁
一
致
﹂﹁
一
体
化
﹂
す
る
こ
と
が
不
可
分
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
重

な
る
点
に
注
意
を
促
し
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
言
明
に
対
し
て
は
、
さ
ら
な
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
よ

う
。
何
よ
り
人
間
が
﹁
神
と
な
る
﹂﹁
わ
れ
ら
が
神
に
似
奉
る
﹂
と
い
っ
た
表
現
は
、

人
間
の
﹁
神
格
化
﹂﹁
自
己
絶
対
化
﹂
の
容
認
と
し
て
、
歪
な
自
己
理
解
、
誤
っ
た

聖
書
把
握
を
闡
明
す
る
も
の
と
も
受
け
取
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
吉

満
が
﹁
神
に
達
す
る
﹂﹁
神
と
な
る
﹂
と
い
う
表
現
に
込
め
た
意
味
世
界
が
詳
ら
か

に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
如
上
の
疑
問
を
解
く
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

吉
満
が
言
う
﹁
神
へ
の
愛
﹂
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と
し
た
い
。
と
い
う
の
も
﹁
神

を
認
識
し
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
に
達
す
る
﹂、﹁
神
へ
の
愛
に
お
け
る
一
致
に

お
け
る
神
性
直
観
﹂
と
い
う
表
現
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
に
お
い
て
﹁
神
に

達
す
る
こ
と
﹂
も
﹁
神
と
の
一
体
化
﹂
も
﹁
神
の
本
質
の
直
観
﹂
も
、
人
間
が
そ

の
形
而
上
的
目
的
に
近
づ
い
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
す
べ
て
﹁
神
を
愛
す
る
こ

と
﹂﹁
神
へ
の
愛
﹂
が
根
源
に
据
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
別
の
角
度
か
ら
言

う
な
ら
ば
、﹁
神
に
達
す
る
こ
と
﹂﹁
神
と
の
一
体
化
﹂﹁
神
の
本
質
の
直
観
﹂
は
、

﹁
神
へ
の
愛
﹂
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
現
成
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

か
く
し
て
﹁
神
へ
の
愛
﹂
こ
そ
が
、﹁
神
の
本
質
直
観
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
︿
目

的
﹀
の
起
点
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
件
の
﹁
神
へ
の
愛
﹂
は
い
か

に
し
て
生
ず
る
も
の
な
の
か
、こ
の
問
題
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、

﹁
神
へ
の
愛
﹂
と
は
、
物
質
や
観
念
と
し
て
の
﹁
神
﹂、︿
偶
像
﹀
と
し
て
の
﹁
神
﹂

で
は
な
く
、
真
に
愛
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
神
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で

愛
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
根
源
的
な
︿
起
点
﹀
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
と
き
、
先
に
見
た
人
間
の
形
而
上
的
目
的
、
な
か
ん
ず
く
吉
満

が
﹁
人
間
の
神
化
﹂
と
い
う
表
現
に
込
め
た
意
味
世
界
を
解
く
端
緒
が
得
ら
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

３

﹁
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

﹂
か
ら
の
出
発
・
﹁
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

﹂
へ
の
出
発

﹁
神
へ
の
愛
﹂
の
︿
起
点
﹀
に
つ
い
て
吉
満
の
主
張
は
明
確
で
あ
る
。
た
と
え
ば

昭
和
十
六
年
﹁
倫
理
性
と
宗
教
性
と
の
実
存
的
関
連
﹂
に
お
い
て
、﹁
神
と
の
超
自

然
的
愛(

)

﹂
と
い
う
表
現
を
は
じ
め
、﹁
超
自
然
的
愛
﹂
と
の
言
い
方
が
繰
り
返
さ
れ

34

て
い
る
よ
う
に
、﹁
神
へ
の
愛
﹂
は
ま
ず
第
一
に
、
断
じ
て
自
然
的
な
感
情
で
は
な

い
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
然
ら
ば
、﹁
超
自
然
的
愛
﹂
と
し
て
の
﹁
神
へ

の
愛
﹂
は
い
か
に
し
て
生
ず
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
点
、
吉
満
は
昭
和
十
七
年
﹁
現

代
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
問
題
﹂
で
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
た
。
い
わ
く
﹁
神
の

愛
が
告
白
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
浅
き
古
き
人
間
主
義
の
無
力
が
魂
の
深
遠
か

ら
告
白
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い(

)

﹂
と
。
同
じ
く
最
晩
年
に
あ
た
る
昭
和
十
八
年
の
論

35

考
﹁
神
秘
主
義
の
形
而
上
学
﹂
に
て
も
、﹁
新
し
き
神
愛
の
燃
や
さ
れ
る
道(

)

﹂
と
し

36

て
、﹁
魂
は
自
ら
の
悲
惨
を
知
り
、
い
よ
い
よ
神
に
忠
実
な
ら
ん
と
の
熱
に
燃
え
、
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愛
の
信
頼
を
も
っ
て
神
に
委
ね
る(

)

﹂
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
、﹁
自
ら
の
悲
惨
﹂

37

の
自
覚
か
ら
の
み
﹁
神
愛
﹂
の
始
ま
る
べ
き
こ
と
を
力
説
し
た
。

然
ら
ば
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
自
覚
か
ら
﹁
神
の
愛
が
告
白
さ
れ
﹂、
ま
た
﹁
新
し
き

神
愛
の
燃
や
さ
れ
る
道
﹂
が
開
始
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
か
よ
う
な
﹁
無
力
﹂
の

﹁
深
遠
﹂
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
は
物
質
や
観
念
で
は
な
い
﹁
愛
の
対
象
﹂﹁
愛
自

身
﹂
で
あ
る
神
に
触
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、﹁
聖
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂
に
て
い
わ
く
﹁
自
ら
の
精
神
の
ミ
ゼ
ー
ル

が
自
ら
の
解
放
者
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
ま
た
、
自
ら
と
万
有
の
創
造
者
を

そ
れ
と
し
て
認
め
、
そ
れ
に
栄
光
を
帰
し
感
謝
を
致
す
と
こ
ろ
に
の
み
、
す
な
わ

ち
所
造
的
実
存
の
有
限
性
と
救
済
要
請
的
本
質
の
自
覚
が
存
す
る
と
こ
ろ
に
の
み

宗
教
的
認
識
は
は
じ
ま
る(

)

﹂
と
。
ま
た
昭
和
十
五
年
の
一
文
﹁
パ
ス
カ
ル
的
思
惟

38

の
性
格
﹂
に
て
も
、
パ
ス
カ
ル
は
﹁
自
然
界
を
通
じ
て
そ
の
創
造
主
を
証
明
せ
ん

と
す
る
道
は
信
仰
の
光
を
失
え
る
人
々
に
と
っ
て
は
か
え
っ
て
信
仰
の
証
拠
の
薄

弱
を
思
わ
し
め
軽
侮
を
招
く
の
み
で
あ
る
と
な
し
、
聖
書
の
語
る
ご
と
く
﹃
隠
さ

れ
た
神
﹄︵
D
e
u
s
a
b
sc
o
n
d
itu
s︶
を
こ
そ
言
わ
る
べ
く
、
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
救
済
に
よ
る
ほ
か
に
ぬ
け
出
づ
る
術
な
き
原
罪
的
盲
目
の
顕
わ
に
さ
れ
る
と
こ

ろ
よ
り
神
の
真
理
が
証
明
さ
る
べ
き
を
強
調
す
る
︵
F
rg
.
2
4
2

(

)

︶﹂
点
に
注
意
を
促

39

し
て
い
る
。

こ
こ
に
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
満
は
﹁
自
ら
の
精
神
の
ミ
ゼ
ー
ル
が
自

ら
の
解
放
者
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
の
み
﹂、
人
間
は
﹁
神
の
真
理
﹂、
す
な
わ
ち
物

質
や
観
念
で
は
な
い
﹁
愛
の
対
象
﹂﹁
愛
自
身
﹂
で
あ
る
﹁
隠
さ
れ
た
神
﹂
を
、
真

に
愛
す
べ
き
存
在
と
し
て
見
出
す
と
捉
え
て
い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら

ば
、
同
じ
く
﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂
に
て
、﹁
こ
の
こ

と
を
看
却
し
た
合
理
主
義
的
な
い
し
実
用
主
義
的
内
在
人
間
主
義
的
宗
教
性
の
基

礎
づ
け
の
試
み
と
し
て
の
宗
教
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
の
最
本
質
的
な
る
も

の
を
︵
而
し
て
可
能
的
に
一
切
の
宗
教
性
の
実
存
本
質
に
存
す
る
根
源
的
な
る
も

の
を
︶
把
握
し
得
て
い
な
い
点
に
お
い
て
誤ヽ

れヽ

るヽ

宗ヽ

教ヽ

哲ヽ

学ヽ

でヽ

あヽ

るヽ

﹂(

)

と
力
説
す

40

る
事
実
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
の
い
う
﹁
神
の
認
識
﹂
は
、﹁
宗
教
の
哲
学
へ

の
還
元(

)

﹂﹁
信
仰
真
理
︵
秘

儀

ミ
ス
テ
リ
ウ
ム

︶
の
合
理
主
義
的
な
人
間
精
神
へ
の
同
化
解
消(

)

﹂

41

42

﹁
単
な
る
教
理
内
容
の
合
理
的
思
弁
的
意
識(

)

﹂
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
し
て
捉

43

え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
真
に
愛
す
べ
き
存
在
と
し
て
﹁
隠
さ
れ
た
神
﹂
を
開
示
さ
れ

て
も
、
人
間
は
神
な
ら
ぬ
も
の
へ
の
執
着
か
ら
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
。
す
な
わ

ち
人
間
は
、
真
に
愛
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
﹁
神
へ
の
愛
﹂
に
覚
醒
さ
せ
ら
れ
は

す
る
も
の
の
、そ
う
し
た
神
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
愛
す
る
こ
と
か
ら
は
、

依
然
、隔
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
吉
満
は﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
い
わ
く
﹁
信
仰
は

﹃
信
ぜ
よ
﹄
は
超
自
然
的
生
命
に
む
か
っ
て
神
の
直
観
に
向
か
っ
て
心
を
清
め
る

愛
の
律
法
な
の
で
あ
る
。﹃
心
の
清
き
者
は
神
を
見
る
﹄
と
い
う
ご
と
く
、
そ
の
神

の

v
id
e
re
に
向
か
っ
て
心
を
清
め
る
も
の
が
信
仰
で
あ
り
︵
F
id
e
c
o
rd
a

m
u
n
d
a
n
tu
r
-
A
c
t.
X
V
,
9︶、﹃
信
ず
る
信
仰
に
よ
っ
て
心
癒
さ
れ
て
い
よ
い
よ

豊
か
に
知
る
に
至
る
の
で
あ
る
﹄︵
Ip
s
a
fid
e
q
u
a
c
r
e
d
it,
s
a
n
a
tu
r
,
u
t

in
te
llig
a
t
a
m
p
lio
ra
-
E
n
.
in
P
s.
C
X
V
III,
S
e
r.
1
8
,
3︶。
信
仰
に
よ
っ
て
心
の

思
い
を
新
た
に
し
︵
R
e
fo
rm
a
m
in
i
in
n
o
v
ita
te
se
n
su
s
v
e
stri
-
R
o
m
.
X
II,
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2︶、
こ
の
清
き
心
が
内
的
条
件
と
な
っ
て
神
認
識
と
神
愛
は
展
開
進
展
す
る
の
で

あ
る(

)

﹂
と
。

44こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
吉
満
に
お
い
て
、
人
間
が
そ
の
形
而
上
的
目
的
で

あ
る
﹁
神
の
直
観
﹂﹁
神
の
v
id
e
re﹂
に
至
る
に
は
、﹁
神
の
愛
が
告
白
さ
れ
﹂
る

の
み
で
は
未
だ
十
分
で
な
く
、﹁
愛
の
律
法
﹂
に
よ
る
﹁
心
﹂
の
﹁
清
め
﹂
が
求
め

ら
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、﹁
神
へ
の
愛
﹂
は
一

回
的
に
完
遂
す
る
も
の
で
な
く
、
以
後
の
﹁
展
開
進
展
﹂
が
期
待
さ
れ
る
ほ
ど
未

完
成
な
も
の
、
そ
の
た
め
に
生
涯
が
費
や
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
。
然
ら
ば
﹁
心
を
清
め
る
﹂
こ
と
と
は
、
具
体
的
に
何
を
為
す
こ
と
な
の
か
。

こ
の
点
、
右
論
考
で
吉
満
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
﹁
信
仰
﹂
を
﹁
心
を

清
め
る
愛
の
律
法
﹂
と
明
言
す
る
だ
け
に
、
そ
れ
は
ま
ず
﹁
信
ぜ
よ
﹂
へ
の
応
答

と
し
て
の
﹁
信
仰
﹂、
そ
の
意
味
で
の
﹁
愛
の
律
法
﹂
の
主
導
下
に
あ
る
営
み
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
昭
和
十
四
年
の
﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
道
徳
の
問
題
﹂
に

お
い
て
、﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
﹃
愛ヽ

のヽ

律ヽ

法ヽ

﹄︵
a
m
o
ris
le
x

(

)

︶﹂
と
説

45

明
し
、
そ
の
内
容
を
﹁
自
ら
よ
り
も
神
を
愛
す
る
と
こ
ろ
に
真
に
自
ら
を
も
健
全

に
愛
す
る
所
以
が
あ
り
、
や
が
て
ま
た
隣
人
に
も
神
を
全
き
愛
を
も
っ
て
愛
せ
し

め
る
ご
と
く
努
む
る
と
こ
ろ
に
隣
人
愛
が
あ
り
、
社
会
的
義
務
も
そ
こ
よ
り
生
ず

る(

)

﹂
と
説
い
て
い
る
か
ら
、
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
愛
の
律
法
﹂
は
、﹁
自
ら
よ
り
も
神

46を
愛
す
る
﹂
こ
と
、
す
な
わ
ち
﹁
自
ら
﹂
を
﹁
神
﹂
と
せ
ず
神
の
み
を
神
と
す
る

こ
と
へ
の
促
し
と
約
言
で
き
る
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
人
間
が
物
質
や

観
念
で
は
な
い
真
の
神
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
愛
す
る
た
め
に
は
、﹁
浅

き
古
き
人
間
主
義
の
無
力
が
魂
の
深
遠
か
ら
告
白
さ
れ
﹂
る
こ
と
に
始
ま
り
、﹁
愛

の
律
法
﹂
に
よ
り
﹁
心
を
清
め
﹂
て
、﹁
自
ら
よ
り
も
神
を
愛
す
る
﹂
こ
と
、
す
な

わ
ち
﹁
自
ら
﹂
を
﹁
神
﹂
と
せ
ず
神
の
み
を
神
と
す
る
こ
と
を
、
そ
の
生
涯
を
か

け
て
、
深
化
・
徹
底
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
吉
満
に
お
い
て
、イ
エ
ス
に
従
う
道
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

示
唆
に
富
む
の
は
吉
満
が
﹁
神
秘
主
義
の
形
而
上
学
﹂
に
お
い
て
、﹁
神
愛
の
完
成

と
ミ
ス
テ
ィ
ク
の
実
り
は
十
字
架
の
主
に
従
う
道
の
ほ
か
は
な
い(

)

﹂
と
明
言
し
て

47

い
る
点
で
あ
る
。
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
ミ
ス
テ
ィ
ク
﹂
に
つ
い
て
吉
満
は
、﹁
神
と
の

﹃
愛
の
一
致
﹄
の
問
題
で
あ
る(

)

﹂
と
説
き
、
さ
ら
に
﹁
十
字
架
の
主
に
従
う
﹂
こ
と

48

を
﹁
キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
に
倣
い
、﹃
キ
リ
ス
ト
の
患
難
の
満
た
さ
れ
ざ
る
と
こ
ろ
を

補
う
﹄
こ
と
の
ほ
か
を
意
味
し
な
い(

)

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
表
現
も
、
人

49

間
が
﹁
神
愛
﹂
を
完
成
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
﹁
神
と
の
愛
の
一
致
﹂
を
実
現

化
さ
せ
る
に
は
、﹁
十
字
架
の
主
に
従
﹂
い
、﹁
キ
リ
ス
ト
の
患
難
の
満
た
さ
れ
ざ

る
と
こ
ろ
を
補
う
﹂﹁
道
の
ほ
か
に
は
な
い
﹂
と
す
る
吉
満
の
理
解
を
浮
き
彫
り
に

す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
か
く
し
て
﹁
心
を
清
め
﹂﹁
神
へ
の
愛
﹂
を
深
め
る
に
至
る
と
き
、

そ
の
先
に
期
待
さ
れ
る
も
の
は
何
な
の
か
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
人
間

の
形
而
上
的
目
的
と
さ
れ
た
神
の
︿
直
視
﹀
は
、﹁
神
へ
の
愛
﹂
の
深
ま
り
と
い
か

に
関
連
付
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
点
、
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
吉
満

は
﹁
神
へ
の
愛
﹂
が
深
化
・
徹
底
さ
れ
る
と
き
、﹁
神
の
認
識
﹂
も
ま
た
、
お
の
ず

か
ら
深
化
・
徹
底
さ
れ
て
い
く
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
吉
満
は
人

間
の
形
而
上
的
目
的
で
あ
る
﹁
神
に
達
す
る
こ
と
﹂
も
﹁
神
と
の
一
体
化
﹂
も
﹁
神

の
本
質
の
直
観
﹂
も
、
如
上
の
﹁
清
め
﹂
す
な
わ
ち
﹁
神
へ
の
愛
﹂
の
深
化
・
徹
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底
を
経
る
中
で
果
た
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

こ
の
、﹁
神
へ
の
愛
﹂
と
﹁
神
の
認
識
﹂
の
連
関
に
関
し
て
は
、﹁
聖
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂
の
中
で
吉
満
が
、﹁﹃
信
仰
﹄
は
そ
の
意
味
に

お
い
て
神
の
認
識
に
至
り
神
の
愛
に
至
る
心
の
﹃
戒
律

お
き
て

﹄
と
し
て
、
試
練
と
し
て

課
せ
ら
れ
た
も
の
、
一
個
の
代
価
で
あ
り
、
認
識
と
愛
と
が
希
望
さ
れ
忍
耐
さ
れ

獲
得
さ
れ
報
い
ら
れ
る(

)

﹂
と
述
べ
る
事
実
が
示
唆
に
富
む
。
こ
の
表
現
が
表
す
よ

50

う
に
、
吉
満
は
如
上
の
﹁
清
め
﹂
に
よ
っ
て
﹁
神
愛
﹂
が
﹁
展
開
進
展
﹂
す
る
ほ

ど
に
、
神
を
愛
す
る
人
間
は
、
そ
の
愛
の
対
象
な
る
神
を
よ
り
﹁
豊
か
に
知
﹂
り

た
い
と
の
﹁
希
望
﹂、
す
な
わ
ち
一
層
の
﹁
神
認
識
﹂
が
﹁
獲
得
さ
れ
報
い
ら
れ
る
﹂

こ
と
を
﹁
希
望
﹂
す
る
に
至
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
﹁
神
認
識
﹂

へ
の
﹁
希
望
﹂
は
、﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂
の
中
で
、

﹁
今
わ
れ
ら
の
見
る
は
鏡
を
も
っ
て
し
て
朧
な
れ
ど
も
、
か
の
と
き
に
は
顔
と
顔

と
を
合
わ
せ
⋮
わ
が
知
ら
る
る
ご
と
く
知
る
べ
し(

)

﹂
と
コ
リ
ン
ト
前
書
の
一
節
に

51

注
意
を
促
す
事
実
が
表
す
ご
と
く
、
つ
い
に
は
こ
の
愛
の
対
象
に
近
づ
い
て
﹁
顔

と
顔
と
を
合
わ
せ
﹂
相
ま
み
え
る
こ
と
へ
の
﹁
希
望
﹂、
す
な
わ
ち
愛
の
対
象
と
﹁
一

体
化
﹂
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
︿
直
視
﹀
す
る
と
い
う
︿
認
識
﹀
の
徹

底
に
ま
で
﹁
展
開
進
展
﹂
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
吉
満
が
﹁
神
に
達
す
る
こ
と
﹂﹁
神
と
の
一
体
化
﹂﹁
神
の
本

質
の
直
観
﹂
を
、
い
ず
れ
も
﹁
神
へ
の
愛
﹂
の
完
成
と
不
可
分
な
︿
出
来
事
﹀
と

し
た
所
以
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
満
に
お
い
て
﹁
神
へ
の
愛
﹂
を
完
成

さ
せ
る
道
程
は
、﹁
神
へ
の
愛
﹂
の
深
化
・
徹
底
の
ゆ
え
に
こ
そ
、﹁
神
の
認
識
の

完
成
﹂
と
い
う
﹁
人
生
の
終
局
目
的
最
高
価
値
﹂
完
遂
へ
の
契
機
を
胚
胎
す
る
も

の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、﹁
神
の
認
識
の
完
成
﹂は
、

﹁
神
へ
の
愛
﹂
に
原
理
的
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
、
愛
の
対
象
た
る
﹁
神
の
認
識
﹂
へ

の
﹁
希
望
﹂、﹁
神
の
認
識
﹂
へ
の
﹁
期
待
﹂
の
実
現
そ
の
も
の
な
の
だ
っ
た
。
ゆ

え
に
こ
そ
吉
満
は
、﹁
神
の
認
識
﹂
を
主
軸
に
据
え
た
論
考
﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂
の
中
で
、﹁
い
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
宗
教
性
が

﹃
神
の
認
識
﹄
に
注
が
れ
、﹃
神
の
認
識
完
成
﹄
が
す
な
わ
ち
﹃
神
の
愛
の
完
成
﹄

で
あ
る
か
を
端
的
に
知
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る(

)

﹂
と
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。

52

し
か
し
な
が
ら
最
後
に
看
取
し
た
い
の
は
、﹁
神
へ
の
愛
﹂
の
深
ま
り
ゆ
え
に
神

と
﹁
一
体
化
﹂
す
る
と
言
う
場
合
、
吉
満
が
想
定
し
た
の
は
観
照
的
な
﹁
神
秘
的

合
一
﹂
の
境
地
、
も
し
く
は
﹁
自
己
絶
対
化
﹂﹁
神
格
化
﹂
の
道
で
は
な
か
っ
た
点

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
吉
満
が
、
み
ず
か
ら
﹁
従
う
﹂
べ
き
と
な
す
﹁
十
字
架
の
主
﹂

に
関
し
、
以
下
の
ご
と
く
に
具
体
的
な
相
貌
を
描
き
出
し
て
い
る
事
実
に
注
意
を

促
し
た
い
。
昭
和
十
七
年
の
一
文﹁
世
界
史
と
教
会
史
の
秘
儀
﹂に
て
い
わ
く﹁﹃
キ

リ
ス
ト
に
倣
う
﹄
と
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
倣
う
と
い
う
こ
と
キ
リ
ス
ト
の

苦
難

パ
シ
オ

に
参
与
す
る
と
い
う
意
味
で
し
か
聖
書
お
よ
び
教
会
用
語
で
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い(

)

﹂、﹁
三
位
一
体
の
第
二
位
と
し
て
の
キ
リ
ス

53

ト
の
神
性
に
あ
や
か
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
人
と
な
り
て
歴
史
の
世
界
に
十
字

架
を
負
い
て
人
類
の
贖
い
を
完
う
し
た
も
う
﹃
貧
し
き
キ
リ
ス
ト
﹄
に
﹃
フ
ィ
リ
ッ

ポ
書
﹄に
最
も
印
象
的
に
記
さ
る
る
キ
リ
ス
ト
の
死
に
至
る
ま
で
の
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

に
倣
う(

)

﹂
54

と
。吉

満
に
よ
る
こ
の
敷
衍
は
、﹁
謙
虚
﹂
の
語
を
﹁
ク
ノ
シ
ス
﹂
と
訓
ま
せ
る
事
実

と
も
ど
も
、﹁
人
間
本
性
の
究
極
目
的
﹂
と
さ
れ
て
い
る
﹁
神
に
達
す
る
こ
と
﹂﹁
神
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と
の
一
体
化
﹂
そ
し
て
﹁
人
間
が
神
と
な
る
﹂
と
い
っ
た
表
現
を
解
す
る
上
で
極

め
て
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
﹁﹃
フ
ィ
リ
ッ
ポ
書
﹄
に
最
も
印
象
的
に
記
さ
﹂

さ
れ
て
い
る
の
は
、﹁
自
己
神
格
化
﹂﹁
自
己
絶
対
化
﹂
と
は
対
極
の
相
貌
を
示
す

神
、
す
な
わ
ち
︿
超
越
者
﹀
に
し
て
︿
絶
対
他
者
﹀
で
あ
り
な
が
ら
﹁
人
類
﹂
を

志
向
し
、
そ
の
﹁
人
類
﹂
の
た
め
﹁
人
と
な
り
て
歴
史
の
世
界
に
﹂
降
り
立
ち
、

﹁
十
字
架
を
負
い
﹂
て
当
の
﹁
人
類
の
贖
い
を
完
う
し
た
﹂
神
、
す
な
わ
ち
﹁
人
類
﹂

の
た
め
に
﹁
死
に
至
る
﹂
神
、
他
者
の
た
め
に
自
己
の
命
を
捧
げ
る
﹁
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

﹂
の

神
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、﹁
神
に
達
す
る
こ
と
﹂﹁
神
と
の
一
体
化
﹂
そ
し
て
﹁
人
間
が
神

と
な
る
﹂
と
い
う
言
い
方
に
託
さ
れ
た
の
は
、﹁
三
位
一
体
の
第
二
位
と
し
て
の
キ

リ
ス
ト
の
神
性
に
あ
や
か
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
﹂
と
の
付
言
が
既
に
象
徴
す
る

よ
う
に
、
人
間
の
﹁
神
格
化
﹂
な
ど
で
な
く
、﹁﹃
フ
ィ
リ
ッ
ポ
書
﹄
に
最
も
印
象

的
に
記
さ
る
る
キ
リ
ス
ト
﹂
な
か
ん
ず
く
そ
の
﹁
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

に
倣
う
﹂
道
を
歩
ま
し
め

ら
る
る
こ
と
と
し
て
、﹁
自
己
絶
対
化
﹂
の
対
極
な
る
あ
り
方
の
提
唱
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、﹁
愛
に
お
け
る
神
と
の
一
体
化
﹂

﹁
神
と
の
愛
の
一
致
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
示
唆
す
る
と
お
り
、
吉
満
に
お
い
て
﹁
神

へ
の
愛
﹂
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
愛
ゆ
え
に
、
み
ず
か
ら
の
身
も
﹁
キ
リ
ス
ト
の

苦
悩
に
倣
い
、﹃
キ
リ
ス
ト
の
患
難
の
満
た
さ
れ
ざ
る
と
こ
ろ
を
補
う
﹄
こ
と
﹂、

そ
の
意
味
に
お
け
る
﹁
神
と
の
一
体
化
﹂
を
﹁
希
望
﹂
す
る
ま
で
に
﹁
展
開
進
展
﹂

す
べ
き
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
観
照
的
な
﹁
神
秘
主
義
﹂
と
異
な
る

の
は
無
論
、﹁
所
造
﹂
の
﹁
神
格
化
﹂﹁
絶
対
化
﹂
と
い
う
倒
錯
し
た
主
張
と
は
、

次
元
を
異
に
す
る
﹁
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

﹂
へ
の
︿
決
意
﹀
で
あ
る
こ
と
を
看
取
す
る
必
要
が
あ

る
。吉

満
の
言
う
︿
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
と
は
か
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
実
際
、
吉

満
は
︿
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
を
冠
し
た
論
文
に
お
い
て
、﹁
十
字
架
の
主
に
従
う
道
﹂

を
繰
り
返
し
て
や
ま
な
い
。
た
と
え
ば
昭
和
十
年
の
﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
﹂
で
は
﹁
永
遠
に
新
し
き
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
た
だ
十
字
架
に
つ
け
ら

れ
た
る
も
の
へ
の
﹃
従
範

イ
ミ
タ
チ
オ

﹄
と
し
て
の
愛
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い(

)

﹂
と

55

述
べ
て
い
る
。
昭
和
十
一
年
﹁
新
し
き
秩
序
︱
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場

︱
﹂
に
て
は
、﹁
真
正
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム(

)

﹂
を
こ
う
説
い
て
い
る
。
い
わ
く
﹁
神

56

的
真
理
を
寸
毫
も
減
ず
る
こ
と
な
く
し
て
全
的
に
受
け
取
り
、
人
間
的
な
る
も
の

一
切
を
挙
げ
て
こ
と
ご
と
く
﹃
十
字
架
の
狂
愚
﹄
に
、
贖
罪
の
血
の
神
秘
に
秩
序

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
十
字
架
の
﹃
王
﹄
に
従
い
倣
う
こ
と
に
よ
っ
て

︵
im
ita
tio
C
h
r
is
ti︶、
や
が
て
神
の
大
い
な
る
愛
の
中
に
神
化
さ
る
る

︵
th
e
io
p
o
ie
sis︶
に
至
ら
し
む
る
も
の
、
か
く
て
ま
た
贖
罪
の
業
の
神
秘

ミ
ス
テ
ー
ル

に
参
じ

つ
つ
﹃
時
間
﹄
の
続
く
限
り
終
末
時
に
至
る
ま
で
﹃
主
の
苦
悩
の
欠
け
た
る
を
補

う
﹄︵
コ
ロ
サ
イ
書
一
ノ
二
四
︶
を
自
ら
の
行
動
の
唯
一
の
意
欲
た
ら
し
め
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る(

)

﹂
と
。

57

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、吉
満
に
お
い
て
人
間
は
、

﹁
十
字
架
の
主
に
従
う
道
﹂
を
歩
む
こ
と
に
よ
り
、﹁
主
の
苦
悩
の
欠
け
た
る
を
補
﹂

わ
し
め
ら
れ
て
ゆ
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
﹁
心
を
清
め
﹂
て
﹁
神
へ
の
愛
﹂
を
深

め
、
而
し
て
愛
の
対
象
な
る
﹁
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

﹂
の
﹁
神
と
一
体
化
﹂
す
る
こ
と
で
神
を
︿
直

視
﹀
す
べ
く
﹁
造
ら
れ
た
る
有
ら
さ
れ
て
あ
る
﹂
存
在
だ
っ
た
。
別
の
角
度
か
ら

言
う
な
ら
ば
、
神
と
の
如
上
の
か
か
わ
り
に
よ
る
、
自
己
超
越
的
人
間
観
へ
の
転
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回
を
、
吉
満
は
﹁
近
代
の
超
克
﹂
の
語
に
託
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
人
間
観

の
転
回
は
、
必
然
的
に
、
神
と
人
間
︵
な
い
し
信
仰
と
理
性
︶
と
の
捉
え
方
、
換

言
す
れ
ば
両
者
の
関
係
付
け
の
転
回
を
伴
う
。
そ
れ
だ
け
に
吉
満
は
、
神
と
人
間

の
﹁
分
離
﹂
に
始
ま
る
︿
近
代
﹀
を
思
想
の
問
題
と
し
て
問
い
質
し
、
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
﹁
近
代
の
超
克
﹂
を
﹁
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
る
も
の
へ
の
﹃
従
範

イ
ミ
タ
チ
オ

﹄﹂

た
る
︿
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
だ
っ
た
。

４

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
の
到
達
点
を
ふ
ま
え
、
吉
満
の
提
言
の
意
義
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
ま
ず
吉
満
に
お
け
る
理
性
と
信
仰
へ
の
視
座
で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
吉

満
は
、
人
間
が
﹁
キ
リ
ス
ト
の
死
に
至
る
ま
で
の
謙
虚

ク
ノ
シ
ス

に
倣
う
﹂
と
い
う
︿
試
練
﹀

を
通
じ
神
に
﹁
似
奉
る
﹂
者
と
成
り
行
く
こ
と
で
﹁
神
の
認
識
﹂
を
不
断
に
﹁
展

開
進
展
﹂
さ
せ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
志
向
は
、
た
と
え
ば
吉
満
と

同
時
代
人
で
あ
る
丸
山
眞
男
が
、
昭
和
十
五
年
、
か
の
﹁
近
世
儒
教
の
発
展
に
お

け
る
徂
徠
学
の
特
質
並
に
そ
の
国
学
と
の
関
連
﹂
で
示
し
た
﹁
近
代
的
合
理
主
義(

)

﹂
58

お
よ
び
理
性
へ
の
見
方
、
す
な
わ
ち
﹁
理
性
的
認
識
の
対
象(

)

﹂
を
﹁
専
ら
経
験
的

59

＝
感
覚
的
な
も
の(

)

﹂
に
﹁
制
限(

)

﹂
し
、﹁
形
而
上
学
的
な
も
の(

)

﹂
を
﹁
信
仰
の
領
域

60

61

62

に
割
譲
す
る(

)

﹂
視
座
転
換
へ
の
注
目
と
は
真
正
面
か
ら
対
立
す
る
。
現
代
の
み
な

63

ら
ず
、
同
時
代
で
も
丸
山
の
視
座
に
共
感
す
る
向
き
は
少
な
く
な
か
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
神
の
︿
直
視
﹀
を
説
く
主
張
の
眼
目
は
、
人
間
と
そ
の
理
性
の
﹁
万
能
性
﹂

の
強
調
な
ど
で
な
く
、
逆
に
、﹁
愛
の
律
法
﹂
に
よ
る
﹁
清
め
﹂
と
︿
試
練
﹀
の
不

可
欠
な
る
こ
と
を
言
う
点
で
、
人
間
と
そ
の
理
性
と
が
、
生
得
的
に
は
﹁
矮
小
﹂

で
﹁
不
完
全
﹂
な
る
こ
と
の
提
唱
で
も
あ
る
点
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。

一
方
、
上
記
丸
山
の
示
唆
す
る
視
座
は
、﹁
人
間
の
認
識
能
力
に
広
範
な
制
限
﹂

が
あ
る
こ
と
を
認
め
は
す
る
も
の
の
、﹁
経
験
的
＝
感
覚
的
﹂
な
﹁
領
域
﹂
で
の
﹁
人

間
の
認
識
﹂
に
関
し
て
は
、
そ
の
能
力
に
つ
い
て
も
作
用
に
し
て
も
、
自
律
的
で

過
不
足
な
き
も
の
と
自
明
視
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
こ
の
点
、
理
性
の
は
た
ら

く
﹁
領
域
﹂
の
如
何
を
問
わ
ず
、︿
信
仰
に
よ
る
援
け
・
導
き
﹀
の
必
要
を
説
く
吉

満
の
ま
な
ざ
し
は
、
如
上
の
﹁
自
明
﹂
の
﹁
虚
を
突
く
﹂
も
の
と
し
て
意
義
深
く

思
わ
れ
る
の
で
あ
る(

)

。
64

上
記
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、﹁
形
而
上
学
的
な
も
の
﹂
を
﹁
信
仰
の
領
域
に

割
譲
す
る
﹂
見
方
そ
れ
自
体
に
対
し
て
も
論
点
を
指
摘
で
き
る
。
か
よ
う
な
視
座

は
、﹁
形
而
上
学
的
な
も
の
﹂
の
究
極
た
る
︿
神
﹀
を
、﹁
近
代
的
合
理
主
義
﹂
に

よ
っ
て
は
把
握
し
得
な
い
︿
絶
対
他
者
﹀
と
な
す
見
方
に
基
づ
く
も
の
と
言
っ
て

よ
い
。
そ
の
よ
う
な
︿
神
＝
絶
対
他
者
﹀
観
は
、
万
象
を
﹁
近
代
的
合
理
主
義
﹂

の
内
に
取
り
込
ん
で
省
み
な
い
志
向
へ
の
原
理
的
な
抑
制
と
し
て
、︿
近
代
批
判
﹀

の
契
機
を
胚
胎
す
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
視
座
に
て
は
、︿
他
者
﹀
と
し
て
定
義
さ
れ
た
内
容
を
、
何
ら
か

﹁
わ
か
り
得
る
﹂
も
の
と
し
て
論
じ
切
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、︿
他
者
﹀
の
︿
我
有

化
﹀
と
し
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
か
く
し
て
︿
他
者
﹀
を
、﹁
近

代
的
合
理
主
義
﹂
に
よ
っ
て
は
表
象
し
得
な
い
﹁
何
も
の
か
﹂
と
し
て
止
め
お
く

ス
タ
ン
ス
は
、
結
局
、﹁
近
代
的
合
理
主
義
﹂
に
よ
る
表
象
・
対
象
化
と
は
異
な
っ

た
、
別
個
の
釈
義
の
可
能
性
に
は
思
い
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
は
か
ら
ず
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も
﹁
近
代
的
合
理
主
義
﹂
を
﹁
思
惟
の
唯
一
の
可
能
性
﹂
と
同
一
視
し
て
い
る
こ

と
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
如
上
の
︿
他
者
﹀
定
義
を
支
え

る
ま
な
ざ
し
は
、︿
近
代
批
判
﹀
の
契
機
を
包
蔵
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、︿
近
代
﹀

を
支
え
る
認
識
フ
レ
ー
ム
の
相
対
化
・
克
服
に
道
を
開
き
得
る
も
の
で
な
く
、
か

え
っ
て
そ
の
強
化
に
寄
与
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)

。
65

こ
れ
に
対
し
、︿
近
代
﹀
に
お
い
て
自
明
と
な
っ
た
﹁
も
の
の
見
方
・
択
え
方
﹂

の
相
対
化
・
克
服
を
目
指
し
、︿
神
﹀
︱
︿
人
間
﹀
︱
︿
世
界
﹀
の
新
し
い
釈
義
を

追
究
し
た
試
み
が
、京
都
学
派
の
哲
学
や
吉
満
の
思
索
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。︿
近

代
﹀
を
支
え
る
認
識
フ
レ
ー
ム
と
は
別
個
の
思
惟
の
可
能
性
を
、
京
都
学
派
は
︿
東

洋
﹀
の
思
惟
に
求
め
、
吉
満
は
同
じ
こ
と
を
ト
マ
ス
に
代
表
さ
れ
る
︿
中
世
﹀
の

思
惟
に
遡
及
し
て
問
う
た
。
し
た
が
っ
て
、京
都
学
派
や
吉
満
の
思
想
的
射
程
は
、

同
時
代
の
丸
山
の
視
座
と
併
走
し
つ
つ
、
思
惟
の
原
理
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
丸
山

を
﹁
超
え
る
﹂
一
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
看
取
す
る
必
要
が
あ
る(

)

。
66

そ
の
他
、
吉
満
が
そ
の
目
的
論
的
人
間
観
を
ふ
ま
え
︿
文
化
﹀
を
定
義
し
直
し

て
い
る
点
も
顧
慮
に
値
す
る
。
た
と
え
ば
﹁
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
﹂

で
は
﹁﹃
文
化
﹄
は
そ
れ
が
人
間
的
展
開
な
る
も
の
と
し
て
取
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
人

間
的
行
動
の
対
象
領
域
一
般
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
⋮
そ
れ
が
人
間
的
主
体
的

行
為
に
関
連
す
る
か
ぎ
り
、
行
為
す
る
主
体
の
側
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
が

主ヽ

体ヽ

をヽ

完ヽ

成ヽ

すヽ

るヽ

も
の
と
し
て
行
為
と
し
て
取
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
文
化
は
特
に
優

れ
て
倫ヽ

理ヽ

的ヽ

なヽ

るヽ

もヽ

のヽ

と
し
て
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
る(

)

﹂
と
述
べ
ら
れ
、
前
掲
﹁
文

67

化
と
宗
教
の
理
念
﹂
に
て
は
﹁
人
間
の
文
化
的
営
み
は
か
か
る
人
間
性
の
究
極
的

目
的
へ
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
初
め
て
全
き
意
味
に
お
け
る
人
間
文
化
と
し
て
の

意
味
を
も
た
さ
れ
る(

)

﹂
と
説
か
れ
て
い
る
。

68

一
般
に
文
化
と
倫
理
・
道
徳
は
、﹁
芸
術
と
倫
理
﹂﹁
政
治
と
倫
理
﹂﹁
科
学
と
倫

理
﹂
等
の
図
式
が
含
意
す
る
よ
う
に
、
相
互
に
対
立
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
が
ち

で
あ
る
。
し
か
し
文
化
を
﹁
人
間
文
化
﹂
と
し
て
把
握
す
る
如
上
の
見
方
に
お
い

て
は
、
倫
理
は
文
化
を
﹁
外
部
﹂
か
ら
規
制
す
る
原
理
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
文
化
は
﹁
人
間
の
根
源
的
自
然
性
そ
の
も
の
の
創
造
的
活
動
の
所
産
な
い
し

創
造
的
活
動(

)

﹂
と
し
て
、﹁
そ
の
本
質
に
お
い
て
人
間
に
お
け
る
神
の
似
姿
の
自
己

69

実
現(

)

﹂
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
自
体
の
内
に
、
内
的
な
倫
理
性
＝
自
己
規
制
性
を

70

含
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る(

)

。
こ
の
問
題
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
目
的
論

71

的
人
間
観
を
ふ
ま
え
、
吉
満
が
い
か
な
る
社
会
・
国
家
の
あ
り
方
を
構
想
し
て
い

た
か
と
い
う
問
題(

)

に
も
つ
な
が
る
が
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
大
方
の
ご
批
正
を
乞

72

う
次
第
で
あ
る(

)

。
73

註
︵

︶
近
年
の
研
究
と
し
て
、
子
安
宣
邦
﹃
近
代
の
超
克
と
は
何
か
﹄︵
青
土
社

1

二
〇
〇
八
年
︶、
石
塚
正
英
・
工
藤
豊
編
著
﹃
近
代
の
超
克
︱
永
久
革
命
﹄

︵
理
想
社
、
二
〇
〇
九
年
︶、
酒
井
直
樹
・
磯
前
順
一
編
著
﹃﹁
近
代
の
超
克
﹂

と
京
都
学
派

近
代
性
・
帝
国
・
普
遍
性
﹄︵
以
文
社
、
二
〇
一
〇
年
︶、
菅

原
潤
﹃﹁
近
代
の
超
克
﹂
再
考
﹄︵
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年
︶
な
ど
。
ほ
ぼ

毎
年
﹁
近
代
の
超
克
﹂
研
究
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
が
、
吉
満
は
ほ
と
ん
ど
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
半
澤
孝
麿
﹃
近
代
日
本
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
﹄︵
み

す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
︶
に
迫
る
、
吉
満
個
人
に
つ
い
て
の
本
格
的
研
究
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が
、
近
年
、
相
次
い
で
著
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
例
と
し
て

鶴
岡
賀
雄
﹁
吉
満
義
彦
の
﹃
近
代
日
本
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
﹄﹂︵﹃
季
刊
日
本
思

想
史
﹄
第
七
二
号

ぺ
り
か
ん
社

二
〇
〇
八
年
︶、
若
松
英
輔
﹁
吉
満
義

彦
﹂︵﹃
三
田
文
学
﹄
第
一
〇
四
号
［
冬
季
号
］

二
〇
一
一
年
～
連
載
中
︶。

な
お
伝
記
的
事
実
は
上
記
ほ
か
、﹃
全
集
﹄
各
巻
解
説
に
よ
る
。

︵

︶
吉
満
義
彦
﹁
近
代
超
克
の
神
学
的
根
拠
︱
い
か
に
し
て
近
代
人
は
神
を
見

2

い
だ
す
か
？
︱
﹂
﹃
文
学
界
﹄
昭
和
十
七
年
九
月
号
︵﹃
吉
満
義
彦
全
集
︵
以

下
、
全
集
と
略
︶﹄
一
巻

講
談
社

昭
和
五
十
九
年

二
〇
三
頁
︶。

︵

︶
同
。

3
︵

︶
本
稿
作
成
に
際
し
て
は
︵
１
︶
ほ
か
、
稲
垣
良
典
氏
の
以
下
の
著
作
に
教
示

4

を
得
た
。﹃
信
仰
と
理
性
﹄︵
第
三
文
明
社

一
九
七
九
年
︶、﹃
神
学
的
言
語

の
研
究
﹄︵
創
文
社

二
〇
〇
〇
年
︶、﹃
問
題
と
し
て
の
神
﹄︵
同
前

二
〇

〇
二
年
︶、﹃
人
間
文
化
基
礎
論
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会

二
〇
〇
三
年
︶、﹃
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
﹁
神
学
大
全
﹂﹄︵
講
談
社

二
〇
〇
九
年
︶。

︵

︶
吉
満
﹁﹃
現
代
の
転
向
﹄
と
﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
﹄﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
﹄
昭

5

和
六
年
五
月
号

四
六
八
頁
︵﹃
全
集
﹄
該
当
箇
所
を
記
さ
な
い
場
合
は
、

﹃
全
集
﹄
未
収
録
。
以
下
同
様
︶。
な
お
本
文
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
引

用
部
か
ら
吉
満
の
神
が
、︿
絶
対
他
者
﹀
に
し
て
︿
超
越
者
﹀
で
あ
る
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
こ
の
把
握
は
一
貫
し
て
お
り
、
私
見
で
は
一
九
四
〇
年
前

後
か
ら
特
に
強
調
さ
れ
て
い
く
。
一
例
。﹁
宗
教
は
も
と
も
と
人
間
の
罪
の

意
識
と
救
済
の
要
求
を
ほ
か
に
し
て
は
な
い
の
で
あ
る
。
神
の
実
在
的
威

厳
の
深
い
意
識
な
し
に
真
実
の
宗
教
性
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
神
の

前
に
己
を
主
張
す
る
、
あ
る
い
は
己
の
中
に
神
を
包
摂
し
尽
く
す
と
こ
ろ

に
は
、
宗
教
性
は
そ
の
本
質
を
見
失
わ
れ
、
神
は
そ
の
姿
を
見
失
わ
れ
て
い

く
。
神
あ
っ
て
の
世
界
で
あ
り
、
神
あ
っ
て
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
意
識

の
中
に
こ
そ
宗
教
性
は
存
す
る
の
で
、
人
間
の
た
め
の
、
人
間
の
故
の
神
と

い
う
意
識
の
中
に
は
、
神
は
実
在
的
に
は
臨
在
し
な
い
の
で
あ
る
﹂︵
同
﹁
宗

教
と
文
化
の
理
念
﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
﹄
昭
和
十
七
年
九
・
十
月
号
︵﹃
全

集
﹄
一
巻

一
四
～
一
五
頁
︶。
前
掲
﹁
超
克
﹂
論
文
﹁
付
言
二
則
﹂
の
吉
満

の
回
顧
﹁
近
代
の
超
克
問
題
が
所
詮
﹃
いヽ

かヽ

にヽ

しヽ

てヽ

近ヽ

代ヽ

人ヽ

はヽ

神ヽ

をヽ

見ヽ

いヽ

だヽ

すヽ

かヽ

﹄
の
問
題
に
帰
す
る
こ
と
は
、
期
せ
ず
し
て
こ
の
た
び
の
会
合
す
べ
て

の
人
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
で
認
め
ら
れ
た
ご
と
く
に
思
え
た
の
は
本
懐

で
あ
っ
た
﹂︵﹃
全
集
﹄
一
巻

二
〇
七
頁
︶
が
照
射
す
る
よ
う
に
、﹁
神
﹂
が

求
め
ら
れ
﹁
宗
教
﹂
が
論
ぜ
ら
れ
る
知
的
状
況
に
あ
る
ほ
ど
に
、
単
に
﹁
神

を
見
い
だ
す
﹂
こ
と
だ
け
で
な
く
、
い
か
な
る
神
を
︿
神
﹀
と
し
て
﹁
見
い

だ
す
か
﹂
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
記
は
吉
満
が
こ
の
問
題
を

も
射
程
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
点
で
示
唆
に
富
む
と
と
も
に
、
同
時

代
の
京
都
学
派
の
神
観
を
捉
え
直
す
上
で
意
義
深
い
指
摘
と
考
え
ら
れ
る
。

︵

︶
同
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
観
の
根
本
理
念
﹂﹃
理
想
﹄
春
季
特
輯

昭
和
八
年

6

四
月
号
︵﹃
全
集
﹄
四
巻

二
九
六
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
﹂﹃
理
想
﹄
昭
和
六
年
六
月
号

五

7

九
頁
。

︵

︶
同

六
〇
頁
。

8
︵

︶
前
掲
﹁
宗
教
と
文
化
の
理
念
﹂︵﹃
全
集
﹄
一
巻

二
三
～
二
四
頁
︶。

9
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︵

︶
前
掲
﹁
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
﹂
前
掲
書

六
〇
頁
。

10
︵

︶
同

六
七
頁
。

11
︵

︶
同
。

12
︵

︶
同
。

13
︵

︶
同
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂﹃
倫
理

14

研
究
﹄
昭
和
七
年
九
・
十
月
号
︵﹃
全
集
﹄
二
巻

二
九
七
頁
︶。

︵

︶
同

三
〇
一
頁
。

15
︵

︶
以
下
の
表
現
も
、
本
文
で
触
れ
た
人
間
へ
の
形
而
上
的
洞
察
に
基
づ
く
。

16

﹁
わ
れ
わ
れ
は
古
今
東
西
を
通
じ
て
人
間
の
精
神
の
究
極
の
志
向
が
あ
た
か

も
北
極
星
の
ご
と
く
不
動
に
﹃
永
遠
者
﹄
に
注
が
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
人
類
は
数
々
の
礼
拝
に
於
い
て
一
つ
の
実
存
す
る

者
神
を
拝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
偶
像
は
真
の
神
の
代
わ
り
に
拝
せ
ら
れ

る
も
の
、
人
間
の
精
神
の
偉
大
さ
を
証
す
る
人
間
の
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
な
姿
の

反
響
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂︵
昭
和
十
六
年
五
月
﹁
所
造
的
実
存
の
形
而
上
学
﹂

﹃
理
想
﹄
昭
和
十
六
年
五
月
号
［﹃
全
集
﹄
三
巻

三
四
五
～
三
四
六
頁
］︶

と
。
如
上
の
視
点
に
立
つ
吉
満
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
共
に
、

﹁
人
間
神
化
＝
偶
像
崇
拝
﹂
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
︿
神
学
﹀
お
よ
び
︿
人
間

学
﹀
的
視
点
か
ら
批
判
し
た
。

︵

︶
吉
満
﹁
カ
ト
リ
シ
ス
ム
と
弁
証
法
神
学
﹂
カ
ー
ル
・
ア
ダ
ム
著
、
伊
藤
庄
治

17

郎
訳
﹃
我
等
の
兄
弟
な
る
基
督
﹄
序
文

中
央
出
版
社

昭
和
十
九
年
︵
同

二
九
八
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ヨ
ゼ
フ
・
シ
ェ
ー
ベ
ン
と
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
問

18

題
﹂﹃
神
学
研
究
﹄
昭
和
十
二
年
八
月
号
︵
同

二
七
二
頁
︶。

︵

︶
同
︵
同

二
七
三
頁
︶。

19
︵

︶
前
掲
﹁
カ
ト
リ
シ
ス
ム
と
弁
証
法
神
学
﹂︵
同

三
〇
八
頁
︶。

20
︵

︶
同
︵
同

三
〇
九
頁
︶。

21
︵

︶
吉
満
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂︵﹃
全

22

集
﹄
二
巻

二
八
〇
頁
︶。

︵

︶
前
掲
﹁
カ
ト
リ
シ
ス
ム
と
弁
証
法
神
学
﹂︵﹃
全
集
﹄
三
巻

三
〇
六
頁
︶。

23
︵

︶
前
掲
﹁
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ヨ
ゼ
フ
・
シ
ェ
ー
ベ
ン
と
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の

24

問
題
﹂︵
同

二
七
三
頁
︶。

︵

︶
吉
満
﹁
神
秘
主
義
概
論
﹂﹃
神
秘
主
義
・
象
徴
主
義
﹄
河
出
書
房

昭
和
十
三

25

年
︵﹃
全
集
﹄
四
巻

一
〇
頁
。
な
お
﹃
全
集
﹄
収
録
に
際
し
﹁
神
秘
主
義
と

二
十
世
紀
思
想
﹂
と
改
題
︶。

︵

︶
吉
満
は
神
の
本
質
を
︿
認
識
﹀
と
︿
愛
﹀
に
見
た
。
同
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け

26

る
神
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂﹃
宗
教
研
究
﹄
昭
和
七
年
九
月
号

︵﹃
全
集
﹄
四
巻

四
〇
二
～
四
〇
五
頁
︶。

︵

︶
前
掲
﹁
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
﹂
前
掲
書

六
九
頁
。

27
︵

︶
前
掲
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂︵﹃
全
集
﹄

28

四
巻

三
九
二
頁
︶。

︵

︶
吉
満
﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂﹃
宗
教
研
究
﹄
昭

29

和
十
八
年
十
二
月
号
︵﹃
全
集
﹄
二
巻

九
九
頁
︶。

︵

︶
前
掲
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂︵﹃
全
集
﹄

30

四
巻

四
〇
六
頁
︶。
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︵

︶
同
︵
同

三
九
三
頁
︶。

31
︵

︶
吉
満
﹁
マ
リ
テ
ン
と
神
学
的
人
間
学
の
政
治
倫
理
﹂﹃
理
想
﹄
昭
和
九
年
五

32

月
号
︵﹃
全
集
﹄
一
巻

三
五
五
頁
。
な
お
﹃
全
集
﹄
収
録
に
あ
た
り
﹁
ジ
ャ
ッ

ク
・
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
﹂
と
改
題
︶。

︵

︶
前
掲
﹁
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
﹂︵﹃
全

33

集
﹄
二
巻

二
八
〇
頁
︶。
ま
た
註
︵

︶
も
参
照
の
こ
と
。

26

︵

︶
吉
満
﹁
倫
理
性
と
宗
教
性
と
の
実
存
的
関
連
﹂﹃
宗
教
研
究
﹄
昭
和
十
六
年

34

十
二
月
号
︵﹃
全
集
﹄
四
巻

二
三
五
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
現
代
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
問
題
﹂﹃
理
想
﹄
昭
和
十
七
年
十
月
号
︵
同

35

四
三
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
神
秘
主
義
の
形
而
上
学
﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
﹄
昭
和
十
八
年
四
月
号

36

︵
同

一
〇
九
頁
︶。

︵

︶
同
。

37
︵

︶
前
掲
﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂︵﹃
全
集
﹄
二
巻

38

八
七
頁
︶。
た
だ
吉
満
に
お
い
て
神
の
愛
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
、﹁
個
人
﹂

レ
ベ
ル
の
経
験
や
内
面
的
決
意
表
明
に
と
ど
ま
る
も
の
と
は
捉
え
ら
れ
て

い
な
い
。﹁
キヽ

リヽ

スヽ

トヽ

教ヽ

的ヽ

宗ヽ

教ヽ

真ヽ

理ヽ

はヽ

歴ヽ

史ヽ

的ヽ

全ヽ

体ヽ

信ヽ

仰ヽ

実ヽ

現ヽ

へヽ

のヽ

自ヽ

己ヽ

肢ヽ

体ヽ

化ヽ

とヽ

しヽ

てヽ

成ヽ

立ヽ

すヽ

るヽ

も
の
、
歴
史
の
た
だ
中
に
現
在
す
る
超
自
然
的

恩
寵
の
天
啓
ロ
ゴ
ス
生
命
へ
の
分
有
参
与
と
し
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
、

わ
れ
わ
れ
自
ら
の
個
人
的
発
見
ま
た
は
霊
感
啓
示
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
﹂︵
同

八
九
頁
︶。

︵

︶
吉
満
﹁
パ
ス
カ
ル
的
思
惟
の
性
格
﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
﹄
昭
和
十
五
年
十

39

一
月
号
︵﹃
全
集
﹄
三
巻

九
八
頁
︶。

︵

︶
前
掲
﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂︵﹃
全
集
﹄
二
巻

40

八
七
～
八
八
頁
︶。

︵

︶
同
︵
同

一
一
四
頁
︶。

41
︵

︶
同
。

42
︵

︶
同
︵
同

一
一
五
頁
︶。

43
︵

︶
同
︵
同

一
二
〇
頁
︶。

44
︵

︶
同
﹁
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
道
徳
の
問
題
﹂﹃
思
想
﹄
昭
和
十
四
年
四
月
号

45

︵﹃
全
集
﹄
四
巻

二
三
八
頁
︶。

︵

︶
同
︵
同

二
四
四
頁
︶。

46
︵

︶
前
掲
﹁
神
秘
主
義
の
形
而
上
学
﹂︵﹃
全
集
﹄
四
巻

一
一
三
頁
︶。

47
︵

︶
同
︵
同

八
七
頁
︶。

48
︵

︶
同
︵
同

一
一
三
頁
︶。
な
お
吉
満
は
﹁
神
へ
の
愛
﹂
の
究
極
を
、
パ
ス
カ
ル

49

の
﹁
イ
エ
ズ
ス
の
秘
儀
﹂
お
よ
び
﹁
病
の
善
用
を
求
む
る
祈
り
﹂
に
見
た
︵
前

掲
﹁
パ
ス
カ
ル
的
思
惟
の
性
格
﹂﹃
全
集
﹄
三
巻

一
二
九
～
一
三
〇
頁
︶。

さ
ら
に
パ
ス
カ
ル
は
吉
満
に
お
い
て
、﹁
狭
き
苦
し
き
人
間
性
の
神
秘
へ
の

集
注
に
よ
っ
て
生
け
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
キ
リ
ス
ト
者
の
神
の
最
人
格

的
内
面
現
在
へ
の
近
代
的
道
を
証
示
し
た
﹂︵
同

九
五
～
九
六
頁
︶
点
で

﹁
近
代
の
回
心
の
象
徴
﹂︵
同

八
六
頁
︶
で
あ
り
、﹁
い
か
に
し
て
近
代
人

は
神
を
見
い
だ
す
か
？
﹂
を
問
う
際
に
鍵
と
な
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
後

掲
註
︵

︶
も
参
照
。

73

︵

︶
前
掲
﹁
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
於
け
る
理
性
と
信
仰
﹂︵﹃
全
集
﹄
二
巻

50
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一
一
九
頁
︶。

︵

︶
同
︵
同

九
九
頁
︶。

51
︵

︶
同
︵
同

一
〇
〇
頁
︶。

52
︵

︶
同
﹁
世
界
歴
史
と
教
会
史
の
秘
儀
﹂﹃
声
﹄
昭
和
十
七
年
十
一
月
︵﹃
全
集
﹄

53

第
一
巻

一
五
八
～
一
五
九
頁
︶。

︵

︶
同
︵
同

一
五
九
頁
︶。

54
︵

︶
同
﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
昭
和
十
年
十
月

55

五
日
︵﹃
全
集
﹄
五
巻

四
二
五
頁
︶。

︵

︶
同
﹁
新
し
き
秩
序
︱
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
﹂﹃
創
造
﹄
昭
和
十

56

一
年
七
月
号
︵
同

四
一
五
頁
︶。
ま
た
同
年
十
一
月
﹁
新
ス
コ
ラ
哲
学
と

現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂︵
上
智
大
学
哲
学
会
公
開
講
演
︶
に
は
﹁
人
々
は

聖
ト
マ
ス
の
経
済
倫
理
政
治
倫
理
を
も
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
的
人
間
性
解
放

の
倫
理
の
真
理
な
る
も
の
を
真
に
形
而
上
的
な
正
当
性
と
可
能
性
を
も
っ

て
生
か
し
基
礎
づ
け
得
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
⋮
無
神
論
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
が
求
め
戦
っ
た
も
の
は
、
真
実
に
は
神
中
心
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ

て
の
み
完
成
さ
れ
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹃
全
集
﹄
五
巻

四
四
六
～
四

四
八
頁
︶
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
吉
満
の
人
間
観

は
マ
ル
ク
ス
主
義
弾
圧
後
の
閉
塞
の
時
代
に
あ
っ
て
、
一
つ
の
﹁
人
間
性
解

放
﹂
の
論
理
で
も
あ
り
得
た
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
昭
和
十
年
代
、

吉
満
の
周
囲
に
若
き
魂
が
集
う
た
所
以
は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
︵
垣
花
秀

武
﹁
詩
人
哲
学
者
、
吉
満
義
彦
と
そ
の
時
代
﹂﹃
全
集
﹄
四
巻
解
説
︶。

︵

︶
同
。

57

︵

︶
丸
山
眞
男
﹁
近
世
儒
教
の
発
展
に
お
け
る
徂
徠
学
の
特
質
並
に
そ
の
国
学

58

と
の
関
連
﹂﹃
国
家
学
会
雑
誌
﹄
第
五
十
四
巻
五
号

昭
和
十
五
年
︵﹃
丸
山

眞
男
集
﹄
一
巻

岩
波
書
店

一
九
九
六
年

三
〇
一
頁
︶
な
お
丸
山
が
波

多
野
精
一
﹃
宗
教
哲
学
﹄︵
昭
和
十
年
︶
に
強
い
印
象
を
刻
み
込
ま
れ
て
い

た
こ
と
は
、
丸
山
自
身
の
回
想
に
も
見
ら
れ
る
が
︵
笹
倉
秀
夫
﹃
丸
山
眞
男

の
思
想
世
界
﹄
み
す
ず
書
房

二
〇
〇
三
年

一
二
八
頁
︶、
そ
の
波
多
野

を
同
時
代
の
吉
満
が
、
思
惟
の
原
理
レ
ベ
ル
で
批
判
し
て
い
た
点
に
も
注

意
を
促
し
た
い
。
吉
満
﹁
聖
ト
マ
ス
的
立
場
の
理
解
の
た
め
に
︱
波
多
野

博
士
﹃
宗
教
哲
学
序
論
﹄
の
書
評
に
因
ん
で
︱
﹂︵﹃
上
智
大
学
論
叢
﹄
第
一

輯

昭
和
十
六
年
五
月
［﹃
全
集
﹄
三
巻
］︶
お
よ
び
後
掲
註
︵

︶
も
参
照
。

67

昭
和
精
神
史
に
お
け
る
︿
神
﹀
︱
︿
人
間
﹀
︱
︿
世
界
﹀
把
握
の
諸
相
と
し

て
、
意
義
深
い
磁
場
を
活
写
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
別
稿
を
期
し
た
い
。

︵

︶
同
。

59
︵

︶
同
。

60
︵

︶
同
。

61
︵

︶
同
。

62
︵

︶
同
。

63
︵

︶
前
掲
﹃
問
題
と
し
て
の
神
﹄︵
特
に
一
一
六
～
一
一
九
頁
︶
に
示
唆
を
受
け

64

た
。
ま
た
前
掲
﹁
カ
ト
リ
シ
ス
ム
と
弁
証
法
神
学
﹂
の
一
節
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク

神
学
は
⋮
人
間
理
性
に
捕
捉
不
可
能
な
ら
ぬ
も
の
も
、
現
在
の
人
間
的
条

件
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
確
実
に
な
ん
ら
の
誤
謬
を
混
ず

る
こ
と
な
く
知
り
得
る
た
め
に
は
、
天
啓
に
負
う
と
こ
ろ
あ
る
べ
き
を
指
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摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
﹂︵﹃
全
集
﹄

三
巻

二
九
四
頁
︶
も
参
照
の
こ
と
。

︵

︶
轟
孝
夫
﹁
戦
後
の
﹃
京
都
学
派
﹄
像
︱
あ
る
い
は
戦
後
に
お
け
る
﹃
哲
学
﹄

65

の
不
在
﹂︵
大
橋
良
介
編
﹃
京
都
学
派
の
思
想
︱
種
々
の
像
と
思
想
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
﹄
人
文
書
院

二
〇
〇
四
年

特
に
七
六
～
七
八
頁
︶
に
示
唆
を

受
け
た
。

︵

︶
た
だ
し
京
都
学
派
や
吉
満
に
お
い
て
は
、﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹃
近
代
﹄
が
強

66

行
的
に
移
植
さ
れ
る
過
程
で
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
諸
問
題
が
、﹃
近
代
﹄
そ
の

も
の
の
生
み
出
す
問
題
と
二
重
映
し
に
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
日
本
の
近
代

化
へ
の
批
判
は
、
た
だ
ち
に
﹃
近
代
﹄
そ
の
も
の
へ
の
批
判
に
転
化
す
る
﹂

︵
橘
川
俊
忠
﹃
近
代
批
判
の
思
想
﹄
論
創
社

一
九
八
〇
年

一
二
九
～
一

三
〇
頁
︶
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
点
、︿
日
本
﹀︿
近
代
﹀
へ
の
眼
は
、
丸
山

の
方
が
よ
り
厳
密
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︵
池
田
元
﹃
丸
山
思
想

史
学
の
位
相
﹄
論
創
社

二
〇
〇
四
年
︶。

︵

︶
吉
満
﹁
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
﹂﹃
哲
学
雑
誌
﹄
昭
和
十
一
年
一

67

月
号
︵﹃
全
集
﹄
一
巻

二
一
八
頁
︶。
な
お
吉
満
の
こ
う
し
た
視
座
は
、
同

時
代
の
南
原
繁
、
波
多
野
精
一
、
和
辻
哲
郎
ら
が
︿
文
化
﹀
に
向
け
た
ま
な

ざ
し
を
ふ
ま
え
て
択
え
直
す
と
き
、
如
上
の
思
想
家
群
に
お
け
る
交
錯
と

分
岐
を
精
神
の
深
み
か
ら
照
射
す
る
よ
す
が
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

︵

︶
前
掲
﹁
文
化
と
宗
教
の
理
念
﹂︵
同

二
二
頁
︶。

68
︵

︶
同
︵
同

二
六
頁
︶。

69
︵

︶
同
。

70
︵

︶
前
掲
﹃
人
間
文
化
基
礎
論
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会

二
〇
〇
三
年
︶
に
示
唆

71

を
受
け
た
。

︵

︶
吉
満
に
と
っ
て
︿
社
会
﹀
は
︿
人
間
﹀
と
対
立
的
な
も
の
で
な
く
、
逆
に
、

72

︿
人
間
﹀
は
他
者
を
志
向
し
他
者
に
己
を
献
げ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
点
で
、

︿
社
会
形
成
的
﹀
な
主
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
、
稲
垣
良
典

﹁
全
き
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

Ｊ
・
マ
リ
タ
ン
の
政
治
思
想
﹂︵
佐
々
木
毅
他
編

著
﹃
近
代
政
治
思
想
史
⑸
﹄
有
斐
閣

一
九
七
八
年
︶
お
よ
び
註
︵

︶
を

38

参
照
。
ま
た
吉
満
に
お
い
て
、
国
家
は
、﹁
現
実
政
治
に
対
し
て
た
だ
聖
ト

マ
ス
と
と
も
に
﹃
人
間
の
目
的
を
知
ら
ざ
れ
ば
最
上
の
政
治
の
何
た
る
か

を
決
し
得
ざ
る
﹄
所
以
を
言
わ
ん
と
欲
す
る
の
み
﹂︵
吉
満
﹁
倫
理
性
の
定

位
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
昭
和
九
年
五
月
日
付
不
詳
［﹃
全
集
﹄
五
巻

三
九
六
頁
］︶

と
の
評
言
が
表
す
よ
う
に
、﹁
人
間
の
目
的
﹂
を
全
て
の
礎
に
、﹁
人
間
文
化
﹂

の
問
題
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。

︵

︶﹁
超
克
﹂
論
文
副
題
が
照
射
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
﹁
近
代
人
﹂
に
神
は
﹁
自

73

明
﹂
で
な
い
こ
と
、
あ
ら
た
め
て
﹁
見
出
﹂
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
た
。
し
か
し
論
文
末
尾
で
﹁
魂ヽ

のヽ

改ヽ

悔ヽ

がヽ

近ヽ

代ヽ

のヽ

超ヽ

克ヽ

のヽ

第ヽ

一ヽ

条ヽ

件ヽ

で
あ
る
﹂︵﹃
全
集
﹄
一
巻

二
〇
五
頁
︶
と
、
神
を
前
提
と
し
た
﹁
条

件
﹂
を
示
す
の
は
、
時
代
へ
の
提
言
と
し
て
無
効
で
は
な
い
か
。
こ
の
﹁
疑

念
﹂
に
対
し
て
は
吉
満
が
﹁
現
代
キ
リ
ス
ト
者
の
思
想
的
立
場
﹂︵﹃
声
﹄
昭

和
十
五
年
八
月
号
︶
に
お
い
て
﹁
人
間
的
知
性
の
難
破
の
上
に
自
ら
の
無
力

を
告
白
し
形
而
上
的
絶
望
の
深
淵
に
臨
ん
で
戦
慄
し
て
い
る
﹂︵﹃
全
集
﹄
五

巻

二
六
七
頁
︶
現
代
は
、﹁
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
受
容
す
る
知
的
困
難
を
客

観
的
に
は
ほ
と
ん
ど
除
去
﹂︵
同
︶
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
﹁
現
代
と
二
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十
世
紀
を
思
想
的
に
悲
し
い
暗
い
時
代
と
は
考
え
な
い
﹂︵
同

二
六
五
頁
︶

と
述
べ
、
ま
た
﹁
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
﹃
悪
霊
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
創
造
﹄
昭

和
十
二
年
十
一
月
︶
で
は
﹁
徹
底
的
無
神
論
は
真
実
の
そ
の
魂
の
憧
憬
と
渇

望
を
た
ず
さ
え
て
、
そ
れ
が
真
剣
な
る
人
間
性
の
理
想
の
た
め
の
苦
悩
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
知
ら
ず
し
て
神
に
奉
仕
し
神
に
接
近
す
る
で
あ
ろ
う
﹂

︵
同

九
七
頁
︶
と
逆
説
的
希
望
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ

の
﹁
苦
悩
﹂
と
﹁
希
望
﹂
の
媒
介
と
し
て
吉
満
は
パ
ス
カ
ル
を
意
識
し
た
。

前
掲
﹁
パ
ス
カ
ル
的
思
惟
の
性
格
﹂
の
一
節
﹁
パ
ス
カ
ル
に
お
い
て
は
宇
宙

的
自
然
の
中
に
お
け
る
人
間
の
認
識
の
限
界
と
、
存
在
の
位
置
に
対
す
る

驚
き
は
直
ち
に
人
生
の
目
的
を
知
ら
ぬ
宇
宙
の
迷
子
︵
é
g
a
ré
s︶
と
し
て
の

倫
理
的
宗
教
的
不
安
の
主
体
的
実
存
的
問
題
と
な
る
。
而
し
て
こ
の
不
安

と
不
確
実
性
の
う
ち
に
麻
痺
せ
る
盲
目
な
る
人
間
の
自
己
忘
却
に
対
す
る

驚
き
よ
り
し
て
、
ま
た
直
ち
に
人
間
性
の
実
存
状ヽ

態ヽ

の
真
理
の
探
究
に
導

か
れ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹃
全
集
﹄
三
巻

九
六
頁
︶
を
参
照
の
こ
と
。

※
紙
幅
の
都
合
上
、
参
考
文
献
リ
ス
ト
は
注
記
で
代
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

吉満義彦の人間観 229

（18）



The View of Humanity in Yoshihiko Yoshimitsu:

The Overcoming of the Modern and Humanism

Susumu MURAMATSU

Yoshihiko Yoshimitsu is the only Catholic thinker who was involved in The Overcoming of the

Modern movement in 1942. He declared humanism to be integral to the overcoming of the

Modern. From this perspective, Yoshimitsu criticized Fascism and Marxism. His opinions

spearheaded the concern for humanity in the prewar Showa period. Therefore, the young intellec-

tuals of that time supported Yoshimitsu.

Key words; The Overcoming of Modern, Fascism, Marxism, Masao MARUYAMA, Christianity

Key words; 近代の超克，ファシズム，マルキシズム，丸山眞男，キリスト教
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