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華
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本
研
究
の
趣
旨
は
、
異
な
る
宗
教
体
験
を
収
め
た
二
つ
の
文

書
の
関
連
性
を
探
す
こ
と
で
あ
る
。
一
方
は
仏
教
の
経
典
、
も

う
一
方
は
ア
ビ
ラ
﹇
ス
ペ
イ
ン
中
北
部
の
都
市
﹈
の
神
秘
主
義

詩
人
の
主
要
作
品
群
で
あ
る
。
本
研
究
が
注
意
を
向
け
る
の
は
、

二
つ
の
文
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
宗
教
体
験
の
「
相
違
点
」
を
強

調
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
む
し
ろ
両
者
の
「
類
似
点
」
お
よ
び
「
共
通
点
」
を

明
ら
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
研
究
の
目
的
は
対

比
で
は
な
く
、
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
体
験

の
つ
な
が
り
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
は
優
れ
た
文
学
的
豊
か
さ
を
も
つ
仏
教
の
啓
示
経
典
（
１
）（

作

者
不
明
）
と
さ
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。
他
方
は
、
ス
ペ
イ
ン
黄

金
世
紀
﹇
16
・
17
世
紀
﹈
に
お
け
る
神
秘
主
義
文
学
の
卓
越
し
た

詩
人
の
著
述
で
あ
る
。
本
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
非
対
称
な

文
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
世
人
の
憤
慨
と
学
術

界
の
嘆
き
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
者
を
貶
め

た
り
、
西
洋
の
研
究
者
を
挑
発
す
る
こ
と
は
私
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
い
。
文
化
、
哲
学
、
神
学
、
歴
史
、
地
理
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
に
相
違
点
が
あ
る
こ
と
を
私
は
承
知
し
て
い
る
。
実
際

の
と
こ
ろ
、
両
者
は
対
極
の
文
化
圏
に
属
し
、
宇
宙
と
生
命
に
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つ
い
て
の
実
に
対
照
的
な
推
察
や
解
釈
を
象
徴
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
片
や
２
世
紀
の
書
物
、
片
や
16
世
紀
の
詩
集
。
ア
ジ
ア

の
文
書
に
対
す
る
に
、
ス
ペ
イ
ン
帝
国
時
代
の
文
書
。
あ
り
余

る
ほ
ど
の
相
違
点
が
存
在
す
る
。
両
者
を
つ
な
げ
よ
う
と
い
う

試
み
や
も
く
ろ
み
を
も
つ
多
く
の
人
間
が
思
い
と
ど
ま
る
だ
け

の
相
違
点
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
社
会

と
世
界
に
お
い
て
、
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
は
必
然
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
そ
れ
が
極
め
て
多
面
的
で
困
難
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
人
間
そ
し
て
命
あ
る
も
の
全
て
が
も
つ
深
い
一

貫
性
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
二
つ
の
精
神
的
な
営
為
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
、

今
回
の
私
の
最
大
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
き
た

い
。
見
か
け
と
は
違
い
、
双
方
は
人
間
の
精
神
性
の
普
遍
的
な

部
分
に
お
い
て
深
く
共
鳴
し
合
い
、
互
い
に
類
似
し
相
似
し
て

い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
正
統
的
で
厳
格
な
比
較
研
究
と
は

反
対
に
、
私
は
明
ら
か
な
（
多
く
は
表
面
上
の
）
相
違
点
を
思
い

切
っ
て
無
視
し
、
か
わ
り
に
双
方
間
で
最
も
近
し
い
と
思
わ
れ

る
〝
道
﹇
方
法
﹈〞
や
〝﹇
精
神
的
に
到
達
で
き
る
﹈
至
高
点
〞
を
示

し
た
。
更
に
は
、
生
き
生
き
と
し
た
「
究
極
の
実
在
」
に
つ
い

て
の
完
全
な
共
通
性
を
明
証
す
る
べ
く
、
実
践
面
お
よ
び
形
式

面
に
お
け
る
類
似
点
、
相
似
点
、
対
応
点
を
強
調
し
た
。

　

私
は
か
つ
て
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
﹇
１
５
４
２
〜
９
１
年
﹈
と

バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
の
広
範
な
比
較
研
究
を
徹
底
的
に
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
研
究
を
通
し
、
強
調
点
や
優
先
し
て

い
る
こ
と
は
違
え
ど
も
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

全
く
異
な
る
伝
統
の
中
に
、と
も
に
〈
愛
と
知
〉
の
言
葉
が
溢
れ
、

霊
的
覚
醒
と
自
我
の
自
由
へ
の
道
の
表
現
お
よ
び
霊
的
成
長
が

も
た
ら
す
充
足
感
の
表
現
に
、
こ
れ
ら
の
宗
教
と
そ
の
精
神
が

集
中
的
に
表
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
（
２
）。

　

そ
し
て
、『
法
華
経
』
は
、
直
観
力
や
智
慧
が
調
和
す
る
仏
教

の
伝
統
精
神
に
お
い
て
、
帰
依
と
バ
ク
テ
ィ
﹇
熱
烈
な
信
仰
﹈
を

代
表
す
る
経
典
で
あ
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
〈
知
と
愛
〉
に

豊
か
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
理
論
的
に
提
示
し
て
い
る
。

私
は
法
華
経
を
最
初
に
読
ん
だ
時
、
仏
教
を
象
徴
す
る
作
品
の

中
に
も
同
様
に
、
形
式
と
内
容
の
側
面
か
ら
、
調
和
し
た
〈
智

慧
と
慈
愛
〉
の
二
種
類
の
言
語
・
道
・
体
験
が
あ
る
の
だ
、
と

い
う
第
一
印
象
を
も
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
最
初
の
直
感
を
確

か
め
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。
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私
は
、
法
華
経
の
﹇
伝
統
的
な
﹈
釈
義
の
価
値
と
重
要
性
を
理

解
し
な
が
ら
も
、﹇
よ
り
自
由
な
﹈
解
釈
の
方
に
興
味
を
抱
い
た
。

特
に
、
仏
教
徒
で
は
な
い
が
、
仏
教
者
の
自
己
理
解
を
知
り
、

尊
重
し
て
い
る
人
間
に
よ
る
解
釈
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
。

本
研
究
で
は
経
典
の
解
説
を
行
う
に
当
り
、
自
己
解
釈
の
指
標

と
な
る
規
範
の
存
在
を
認
識
し
、
法
華
経
の
卓
越
性
に
敬
意
を

表
し
て
い
る
。

　

法
華
経
は
現
実
の
至
高
体
験
と
知
識
が
直
結
し
て
い
る
仏
教

の
経
典
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
智
慧
あ
る
い
は
知
識
に
つ
い
て
は

何
の
問
題
も
な
い
。
し
か
し
、仏
教
の
経
典
が
〝
愛
に
働
き
か
け

4

4

4

4

〞

〝
愛
に
作
用
を
も
た
ら
し

4

4

4

4

4

4

4

〞〝
愛
に
関
わ
る

4

4

4

〞
と
い
う
こ
と
は
、

大
い
に
議
論
さ
れ
論
争
す
る
に
足
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
本
研
究

の
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
仏
教
に
お
い
て
、
愛

の
道
に
つ
い
て
語
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
仏
教
に
お
い
て
、
愛
情

は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
法
華
経

が
全
て
を
集
約
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
華
経
に
お
け
る
愛

の
役
割
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

仏
教
を
少
し
か
じ
っ
た
だ
け
の
乏
し
い
知
識
し
か
な
い
小
心

な
護
教
論
者
か
ら
の
質
問
に
始
終
責
め
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト

教
神
学
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
へ
の
答
え
は
実
に

興
味
深
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

１　
「
ひ
と
つ
の
仏
典
」
と

　
　
　
「
ひ
と
り
の
神
秘
家
の
作
品
」

１
・
１　

極
東
の
代
表
的
な
仏
典

　
『
法
華
経
』
ま
た
は
『
白
蓮
華
の
よ
う
に
正
し
い
法
』（
サ
ッ
ダ

ル
マ
・
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
・
ス
ー
ト
ラ
、
ス
ペ
イ
ン
語
直
訳Sutra del Loto 

de la Ley del Ser 

ま
た
はde la D

octrina Verdadera （
３
））は
西
暦
二
百
年

頃
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
あ
る
い
は
中
央
ア

ジ
ア
の
言
葉
を
原
典
と
し
た
中
国
語
の
訳
出
が
２
５
５
年
頃
に

確
認
さ
れ
て
い
る
﹇
竺
法
護
訳
『
正
法
華
経
』
が
２
８
６
年
訳
出
と
さ

れ
て
い
る
﹈。
こ
れ
ら
の
漢
訳
版
は
、
尊
ば
れ
て
い
た
言
葉
・
梵

語
へ
と
訳
出
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
漢
訳
は
幾
つ
も
存
在
す

る
が
、そ
の
中
で
も
中
央
ア
ジ
ア
の
僧
・
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
（
鳩

摩
羅
什
）
の
優
れ
た
訳
経
が
、
西
洋
言
語
へ
の
訳
経
の
原
典
と
し

て
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

法
華
経
は
、
中
国
と
日
本
を
中
心
に
、
大
乗
仏
教
の
最
も
重

要
な
経
典
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
日
本
の
仏
教
運
動
で
あ
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る
創
価
学
会
の
尽
力
も
あ
り
、
西
洋
に
お
い
て
法
華
経
の
認
知

度
は
高
ま
っ
て
い
る
。
天
台
宗
と
日
蓮
宗
は
法
華
経
を
依
経
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
法
華
経
は
、
釈
迦
が
晩
年
に
説
い
た
経
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

　

ま
た
、﹇
法
華
経
＝
妙
法
蓮
華
経
の
﹈
蓮
華
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
は
、

ア
ジ
ア
で
広
く
普
及
し
て
い
る
。
肉
体
と
い
う
不
純
な
物
質
に

宿
る
純
潔
な
精
神
、
そ
し
て
〝
人
間
の
有
限
性
〞
に
決
し
て
汚

さ
れ
な
い
純
潔
な
神
聖
性
を
象
徴
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
仏
教

徒
は
、蓮
華
が
仏
の
台
座
で
あ
り
、仏
の
顕
示
で
あ
る
と
考
え
る
。

蓮
華
は
、
輪
廻
転
生
と
い
う
輪
、
苦
悩
に
満
ち
た
世
を
表
す
サ

ン
サ
ー
ラ
（
輪
廻
）
の
流
転
か
ら
抜
け
出
し
て
、
純
潔
で
あ
り
続

け
る
〝
仏
性
＝
菩
提
〞
を
象
徴
す
る
。
蓮
華
の
花
び
ら
の
数
、色
、

花
の
開
き
方
、
開
花
中
で
あ
る
か
朽
ち
て
い
る
か
と
い
っ
た
特

徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
象
徴
と
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
て
い

る（５
）。
例
え
ば
、プ
ン
ダ
リ
ー
カ
（
芬
陀
利
華
）
は
白
蓮
華
と
訳
さ
れ
、

清
ら
か
さ
を
象
徴
す
る
（
６
）。
ま
た
、
蓮
華
の
花
が
茎
を
軸
に
回
転

す
る
様
子
は
、
因
果
の
二
法
に
の
っ
と
っ
た
宇
宙
を
象
徴
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
﹇
蓮
華
は
﹈
大
宇
宙
を
象
徴
す
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
人
間
の
中
枢
つ
ま
り
心
臓
を
象
徴
す
る
場

合
も
あ
り
、
小
宇
宙
（
人
間
）
と
大
宇
宙
の
関
連
を
表
し
て
も
い

る（７
）。
仏
教
で
は
、﹇
蓮
華
は
﹈
覚
者
と
な
っ
て
汚
れ
る
こ
と
な
く

4

4

4

4

4

4

4

濁
世
に
留
ま
る
仏
の
清
ら
か
さ
を
表
現
し
て
い
る
（
８
）。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
豊
か
で
複
雑
な
シ
ン
ボ
ル
群
で
あ
り
、
解
釈
や
受
け

と
め
方
に
よ
っ
て
は
文
脈
上
矛
盾
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

法
華
経
は
〝
仏
所
護
念
〞﹇
諸
仏
が
護
り
念
じ
て
き
た
と
こ
ろ
の
教

え
﹈
と
さ
れ
る
大
乗
仏
教
の
経
文
を
統
合
し
て
い
る
（
９
）。
ま
た
、
釈

迦
牟
尼
仏
が
、
宗
派
分
裂
の
激
動
時
代
を
想
定
し
て
、
晩
年
の

８
年
間
に
説
い
た
「
仏
教
の
統
一
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
法
華
経
に
は
、
生
き
と
し
生
け
る
全
て
の
者
の
解

放
や
、
仏
性
常
住
論
な
ど
の
大
乗
仏
教
の
主
要
な
教
え
が
収
め

ら
れ
て
い
る
（
10
）。

信
仰
者
に
と
っ
て
、
実
に
美
し
く
力
強
い
経
典

で
あ
る
。
小
乗
仏
教
﹇
南
伝
仏
教
﹈
よ
り
も
仏
法
思
想
が
高
め
ら

れ
た
も
の
と
し
て
、
西
洋
の
研
究
者
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
。
も
と
よ
り
法
華
経
に
は
、
無
数
の
仏
菩
薩
の
働
き
に
よ
っ

て
万
人
が
成
仏
で
き
る
と
い
う
教
義
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
仏

菩
薩
と
は
、
規
律
正
し
い
修
行
と
徳
行
に
よ
っ
て
自
身
の
悟
り

を
求
め
つ
つ
、
深
遠
な
智
慧
と
一
体
の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
衆
生

が
救
わ
れ
る
ま
で
は
自
身
も
涅
槃
の
境
地
に
入
る
こ
と
を
放
棄
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す
る
存
在
で
あ
る
。

　

法
華
経
は
ま
ず
、
霊
鷲
山
で
の
会
座
に
参
集
し
た
広
範
な
衆

生
に
対
す
る
仏
の
説
法
か
ら
始
ま
る
（
11
）。

仏
は
衆
生
を
悟
り
に
導

く
た
め
に
様
々
な
方
法
﹇
方
便
﹈
を
用
い
る
が
、
後
に
、
そ
れ
ら

は
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
方
法
﹇
方
便
﹈
も
同
じ
目
的
を

も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
か
す
。
仏
は
声
聞
乗
（
12
）・

縁
覚
乗
（
13
）、

菩
薩

乗
（
14
）の

教
え
を
説
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
は
、
衆
生
の
機
根
に

応
じ
て
説
い
た
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹇
多
様
な
衆
生
の
﹈
教

導
の
た
め
に
、
仏
は
こ
れ
ら
三
乗
の
教
え
を
説
い
た
の
で
あ
り
、

三
乗
の
法
は
小
乗
﹇
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
﹈
と
大
乗
﹇
菩
薩
乗
﹈
を
包

み
込
む
「
一
仏
乗
」
を
説
く
た
め
の
方
便
だ
っ
た
の
だ
と
明
か

す
﹇
開
三
顕
一
の
法
理
﹈。
全
て
の
衆
生
に
仏
性
が
具
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
を
悟
っ
た
も
の
が
成
仏
で
き
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

本
研
究
で
詳
細
を
紹
介
す
る
が
、
こ
の
教
義
は
、「
火
宅
の
譬
え
」

を
用
い
て
説
か
れ
る
。
爾
前
経
﹇
法
華
経
以
前
に
説
か
れ
た
経
﹈
も
、

仏
が
衆
生
を
教
化
し
、
聖
な
る
境
地
に
入
れ
る
た
め
の
手
段
と

し
て
用
い
ら
れ
た
仮
の
教
え
で
あ
る
。﹇
法
華
経
で
は
、
釈
尊
に
よ

っ
て
未
来
の
成
仏
を
約
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹈
釈
尊
の
姨
母
﹇
釈

尊
の
亡
母
の
妹
で
あ
り
、
育
て
の
母
﹈
の
摩ま

か

は
訶
波
闍じ
ゃ

波は

提だ
い

比
丘
尼
や
、

釈
尊
の
妻
の
耶や

輸し
ょ

多だ

ら羅
比
丘
尼
は
女
人
成
仏
を
表
し
、
嫉
み
に

よ
っ
て
破
和
合
僧
と
い
う
逆
罪
﹇
五
逆
罪
の
ひ
と
つ
﹈
を
犯
し
た

釈
尊
の
従
弟
で
あ
る
悪
比
丘
・
提
婆
達
多
は
悪
人
成
仏
を
表
す
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
万
人
成
仏
と
い
う
法
華
経
の
教
義
の
核
心
を

象
徴
し
て
い
る
（
15
）。

法
華
経
は
全
て
の
衆
生
に
成
仏
の
種
子
が
あ

る
と
も
説
い
て
い
る
（
16
）。

　

も
う
ひ
と
つ
の
法
華
経
の
中
心
思
想
は
、
久
遠
の
本
仏
で
あ

る
。
法
華
経
は
哲
学
体
系
の
秩
序
だ
っ
た
説
明
で
は
な
く
、
感

情
を
通
し
た
理
解
に
訴
え
る
神
聖
な
啓
示
で
あ
る
。
言
語
に
は
、

も
の
ご
と
を
﹇
固
定
的
に
﹈
区
別
す
る
特
徴
が
あ
り
、 ﹇
固
定
し
た

実
体
の
存
在
を
す
べ
て
否
定
す
る
﹈ 

空
の
教
義
と
矛
盾
す
る
た
め
、

大
乗
仏
教
の
深
義
は
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
久

遠
の
本
仏
の
思
想
の
も
と
、
法
華
経
は
人
々
を
信
仰
と
宗
教
の

実
践
へ
と
導
き
、諸
仏
の
智
慧
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

法
華
経
は
基
本
教
理
を
示
す
経
典
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

祈
り
の
行
の
た
め
の
教
導
本
と
も
さ
れ
て
い
る
。

　

法
華
経
で
仏
は
﹇
今
世
で
成
道
し
た
﹈
歴
史
的
存
在
と
し
て
の

釈
尊
と
し
て
描
か
れ
て
は
お
ら
ず
、﹇
永
遠
の
法
＝
真
理
と
一
体
の
﹈

法
身
（
17
）と

し
て
表
徴
さ
れ
て
い
る
。
菩
薩
は
、
衆
生
を
常
住
に
し
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て
普
遍
の
仏
性
へ
と
導
く
。
菩
薩
は
全
て
を
知
見
し
、
衆
生
を

守
り
、
救
済
を
求
め
る
全
て
の
信
仰
者
を
助
け
る
と
さ
れ
る
。

　

法
華
経
は
28
章
（
品
）
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
詩
（
偈
）

と
散
文
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（
18
）。

詩
の
部
分
は
散
文
部
分
の
教

義
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

　

法
華
経
に
は
重
要
な
七
つ
の
譬
喩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
﹇
法
華

経
の
七
譬
（
19
）﹈。仏

の
説
法
を
聞
く
た
め
に
参
集
し
た
菩
薩
の
上
首﹇
地

涌
の
菩
薩
の
指
導
者
﹈
の
姿
を
見
て
、
衆
生
は
、
こ
れ
ま
で
の
慣

れ
親
し
ん
で
き
た
経
験
的
事
実
の
世
界
は
終
わ
っ
た
こ
と
を
悟

る
。
会
座
に
集
っ
た
と
て
つ
も
な
い
数
の
衆
生
は
、
時
と
場
所

を
構
成
す
る
概
念
を
無
化
し
、
深
遠
な
次
元
へ
と
人
々
を
導
く

の
で
あ
る
。﹇
第
15
章
・
従
地
涌
出
品
か
ら
第
16
章
・
如
来
寿
量
品
へ

と
続
く
叙
述
で
、
莫
大
な
数
の
菩
薩
群
を
釈
尊
が
化
道
し
て
き
た
と
説

い
た
こ
と
か
ら
、
仏
の
永
遠
性
の
寿
命
と
不
断
の
活
動
が
述
べ
ら
れ
て

い
く
﹈ 

　

法
華
経
は
、
多
様
な
人
々
の
た
め
の
経
を
収
め
た
文
書
で
あ

る
。
ま
た
、
説
法
・
物
語
の
選
集
で
あ
り
、
信
仰
の
入
門
書
で

も
あ
る
。
そ
の
た
め
幅
広
い
人
気
を
保
ち
続
け
て
お
り
、
東
ア

ジ
ア
で
は
最
も
語
り
継
が
れ
る
仏
教
経
典
と
な
っ
た
。
大
慈
悲

心
の
体
現
者
と
さ
れ
た
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
テ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ（
観
音
）

の
栄
光
と
功
力
を
紹
介
す
る
第
25
章
・
観
世
音
菩
薩
普
門
品
は

『
観
音
経
（
観
世
音
経
）』
と
し
て
独
立
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
観
世
音
菩
薩
普
門
品
は
、
民
衆
救
済
の
た
め
に
、
人
々
の
社

会
的
地
位
や
環
境
に
応
じ
て
33
の
化
身
を
現
じ
た
観
世
音
菩
薩

の
役
割
の
重
要
性
を
明
か
し
て
い
る
。

１
・
２　

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
者
の
作
品

　
「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
」
は
、
同
世
代
の
カ
ル
メ
ル
会
の
「
イ
エ

ズ
ス
の
テ
レ
ジ
ア
（
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
）」﹇
１
５
１
５
〜
８
２
年
﹈

と
同
様
、
16
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お

け
る
傑
出
し
た
神
秘
家
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
黄
金
世
紀
と
呼

ば
れ
る
こ
の
時
代
は
、
政
治
上
、
宗
規
上
、
学
問
上
の
宗
教
改

革
が
起
き
た
時
代
で
あ
る
。
１
４
８
０
年
に
始
ま
っ
た
改
革
運

動
は
、
後
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
摂
政
王
の
シ
ス
ネ
ロ
ス
枢
機
卿

﹇
１
４
３
６
〜
１
５
１
７
年
﹈
に
よ
っ
て
１
５
０
６
年
に
財
政
支
援

さ
れ
、
後
押
し
を
受
け
た
。

　

16
世
紀
半
ば
と
い
え
ば
、『
禁
書
目
録
』（
１
５
５
９
）
が
発
刊

さ
れ
（
20
）、

バ
ジ
ャ
ド
リ
ー
ド
の
異
端
尋
問
所
の
牢
獄
に
ド
ミ
ニ
コ
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会
の
バ
ル
ト
ロ
メ
・
デ
・
カ
ラ
ン
ザ
が
監
禁
さ
れ
（
21
）、

処
刑
が
多

く
行
わ
れ
、
重
大
な
局
面
を
迎
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
シ
ス
ネ
ロ
ス
枢
機
卿
が
残
し
た
改
革
推
進
は
、
宗

教
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
16
世
紀
は
、
祈
祷
と
善
行

に
形
式
づ
け
ら
れ
た
権
力
の
支
配
下
の
精
神
世
界
か
ら
、
個
人

の
生
の
主
観
的
な
精
神
世
界
へ
と
移
る
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
ス

ペ
イ
ン
の
神
秘
主
義
者
た
ち
は
、
愛
に
基
づ
い
て
こ
そ
内
面
を

深
め
る
行
為
と
な
る
と
考
え
た
。

　

ス
ペ
イ
ン
の
神
秘
主
義
思
想
は
、
そ
の
基
礎
を
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
托
鉢
修
道
会
の
教
義
か
ら
受
け
継
い
だ
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く

唯
名
論
（
22
）や

教
会
改
革
派
な
ら
び
に
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
流

れ
を
く
む
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
﹇
１
２
２
１
〜
７
４
﹈
の
影
響

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
（
23
）。

ベ
ル
ナ
ベ
・
デ
・
パ
ル
マ
や
ウ
ゴ
・
デ
・

バ
ル
マ
は
、
智
慧
へ
と
通
じ
る
愛
や
無
力
感
に
襲
わ
れ
て
も
神

と
結
ば
れ
る
と
い
う
中
世
哲
学
（
24
）を

、
ス
ペ
イ
ン
の
神
秘
主
義
者

た
ち
に
伝
え
た
。
ド
イ
ツ
の
神
秘
主
義
と
比
べ
て
、
ス
ペ
イ
ン

の
神
秘
主
義
の
特
徴
は
、
精
神
的
な
豊
か
さ
、
そ
し
て
知
よ
り

も
愛
を
至
上
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
25
）。

ス
ペ
イ
ン
の
神
秘
主
義

者
は
、
神
か
ら
注
が
れ
る
愛
を
受
け
切
っ
た
人
間
こ
そ
が
自
身

を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ

る
（
26
）。

　

１
５
４
２
年
に
生
を
受
け
１
５
９
１
年
に
没
し
た
十
字
架
の

ヨ
ハ
ネ
は
49
歳
で
生
涯
を
と
じ
た
。
機
織
り
の
子
ど
も
で
あ
っ

た
彼
は
、
幼
く
し
て
父
親
を
亡
く
し
た
。
ヨ
ハ
ネ
は
イ
エ
ズ
ス

会
立
学
校
で
学
ん
だ
後
、
21
歳
の
時
に
カ
ル
メ
ル
会
に
入
会
し

た
。
１
５
６
３
年
か
ら
１
５
６
７
年
の
４
年
間
、サ
ラ
マ
ン
カ（
大

学
）
で
神
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
秘
主
義
と
神
学
の
一
致

を
確
か
め
、
信
仰
実
践
の
矛
盾
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
過
ご

し
た
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
イ
エ
ズ
ス
の
テ
レ
ジ
ア
（
ア
ビ
ラ

の
テ
レ
サ
）
と
精
神
の
修
行
に
お
い
て
深
く
つ
な
が
っ
て
い
た
（
27
）。

テ
レ
ジ
ア
に
見
込
ま
れ
、
弛
緩
し
て
い
た
「
履り

足そ
く

カ
ル
メ
ル
会
」

﹇
改
革
派
の
カ
ル
メ
ル
会
は
「
跣せ
ん
ぞ
く足
（
＝
裸
足
の
）
カ
ル
メ
ル
会
」
と
自

称
し
、
旧
派
を
こ
う
呼
ん
だ
﹈
の
改
革
運
動
を
任
せ
ら
れ
た
。
ヨ
ハ

ネ
は
、
新
し
い
「
跣
足
カ
ル
メ
ル
会
」
を
開
設
し
た
後
、
修
道

女
や
修
道
僧
お
よ
び
行
政
官
の
先
達
と
し
て
、
神
学
校
の
校
長

に
就
任
す
る
な
ど
様
々
な
事
業
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
１
５
７

７
年
、
履
足
カ
ル
メ
ル
会
の
手
に
よ
り
、
ヨ
ハ
ネ
は
ト
レ
ド
で

監
禁
さ
れ
て
し
ま
う
。
罪
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
幽
閉
生
活
は
１
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５
７
８
年
８
月
16
日
の
脱
走
ま
で
続
い
た
。
ヨ
ハ
ネ
が
執
筆
を

し
た
の
は
36
歳
か
ら
44
歳
ま
で
の
間
。
ヨ
ハ
ネ
は
霊
的
体
験
を

表
現
す
る
た
め
に
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
詩
を
書
き
、
あ
る
時
は

修
道
女
等
の
質
問
に
答
え
る
た
め
の
文
書
を
書
き
記
し
た
。
ヨ

ハ
ネ
は
４
つ
の
主
要
な
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、『
霊
の
賛
歌
』

以
外
の
３
作
は
未
完
成
の
ま
ま
と
な
っ
た
。
そ
の
他
の
著
述
に
、

詩
、
手
紙
、（
完
徳
に
つ
い
て
の
）
勧
告
お
よ
び
箴
言
集
が
あ
る
。

　

ヨ
ハ
ネ
の
作
品
に
お
い
て
、
愛
は
手
段
で
は
な
く
目
的
で
あ

る
。
愛
は
、
結
合
の
プ
ロ
セ
ス
を
象
徴
す
る
と
と
も
に
、
変
容

と
浄
化
と
内
面
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
（
28
）。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
法
華
経
と
関
連
づ
け
る
の
に
最
も
適
し

て
い
る
と
私
が
感
じ
た
理
由
は
、
た
だ
ひ
と
つ
。
そ
れ
は
、
ヨ

ハ
ネ
の
作
品
全
体
が
知
と
愛
を
統
合
し
て
い
る
模
範
だ
か
ら
で

あ
る
。
主
著
の
『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』
と
『
暗
夜
』
で
は
、
観

想
生
活
は
愛
を
認
識
す
る
た
め
の
浄
化
と
智
慧
の
過
程
で
あ
る

と
記
し
て
い
る
。
更
に
『
霊
の
賛
歌
』
と
『
愛
の
生
け
る
炎
』

で
は
、
遍
在
す
る
愛
に
よ
る
神
と
人
間
の
統
合
を
語
っ
て
い
る
。

知
と
愛
は
、
法
華
経
を
は
じ
め
と
す
る
大
乗
仏
教
経
典
の
智
慧

（prajñā

／
般
若
）
と
慈
悲
（karun. ā

／
悲
）
に
相
当
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
共
通
点
と
類

似
性
は
、
よ
り
詳
細
に
研
究
す
べ
き
で
あ
る
。

２　

法
華
経
に
お
け
る
愛

　

大
乗
仏
教
の
伝
統
は
慈
悲
を
常
に
重
要
視
し
て
き
た
。
本
研

究
に
お
い
て
は
、「
慈
悲
」
を
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
の
「
愛
」

と
同
等
と
み
な
す
。
両
者
は
、
分
け
隔
て
な
く
他
者
の
苦
し
み

を
取
り
除
く
行
動
を
さ
す
。
啓
発
﹇
啓
示
あ
る
い
は
悟
り
﹈
の
体

験
に
よ
っ
て
、
人
間
は
万
物
の
一
体
性
を
認
識
し
、
同
時
に
、

そ
の
つ
な
が
り
の
構
築
に
貢
献
し
た
い
と
願
う
。
そ
こ
に
は
常

に
智
慧
の
働
き
が
あ
る
。
法
華
経
に
は
、
悟
り
の
基
本
的
な
普

遍
性
が
明
確
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
智
慧
と
慈
悲

に
通
じ
る
仏
性
は
万
人
に
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
（
29
）。

２
・
１　

慈
悲
（
愛
）
と
一
乗

　

愛
は
仏
の
道
へ
と
つ
な
が
る
。﹇
釈
尊
の
入
滅
後
に
来
る
で
あ
ろ

う
﹈
濁
世
と
い
わ
れ
る
時
代
に
、
仏
教
教
団
内
に
分
裂
と
争
い
が

起
き
る
。
強
欲
や
嫉
妬
、
ま
た
は
衆
生
の
機
根
の
違
い
（
30
）か

ら
仏

の
道
の
教
え
が
分
裂
し
て
い
く
。
そ
の
時
、
愛
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
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ム
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
乗
り
物
（
教
法
）
が
一
つ
に
統
合
さ
れ

る
と
明
か
さ
れ
て
い
る
。

　
「
仏
は
当
に
法
雨
を
雨ふ

ら
し
て　

道
を
求
む
る
者
に
充
足
し
た

ま
う
べ
し　

諸
の
三
乗
を
求
む
る
人
に　

若も

し
疑ぎ
　
け悔
有
ら
ば　

仏
は
当
に
為た

め
に
除
断
し
て　

尽
く
し
て
余
り
有
る
こ
と
無
か

ら
し
め
た
ま
う
べ
し
（
31
）」

　

一
見
し
て
、
多
数
の
道
・
乗
り
物
・
方
法
が
あ
る
よ
う
に
見

え
て
も
、
仏
の
道
は
た
だ
一
つ
な
の
で
あ
る
。「
諸
仏
は
語み
こ
と異
な

る
こ
と
無
し　

唯
だ
一
の
み
に
し
て
二
乗
無
し
（
32
）」

　

こ
れ
は
悟
り
を
得
た
時
、
実
感
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
道
を

歩
む
過
程
で
は
、
複
数
の
道
が
存
在
す
る
よ
う
に
感
じ
る
こ
と

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
目
的
に
到
達
を
す
れ
ば
、
一

本
の
道
し
か
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
舎
利
弗
よ
。
如
来
は
但た

だ
一
仏
乗
を
以
て
の
故
に
、
衆
生
の

為た

め
に
法
を
説
き
た
ま
う
。
余
乗
の
若も

し
は
二
、
若
し
は
三
有

る
こ
と
無
し
（
33
）」

　

多
様
な
教
法
は
全
て
、﹇
同
一
の
﹈
悟
り
へ
と
導
く
た
め
に
存

在
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
舎
利
弗
よ
。
過
去
の
諸
仏
は
無
量
無
数
の
方
便
、
種
種
の
因

縁
、譬
喩
言
辞
を
以
て
、衆
生
の
為
め
に
諸
法
を
演
説
し
た
ま
う
。

是
の
法
は
皆み

な
一
仏
乗
の
為
め
の
故
な
り
（
34
）」

　

あ
ら
ゆ
る
人
々
が
一
仏
乗
を
共
用
し
、
悟
り
を
得
ら
れ
る
よ

う
に
、
諸
仏
は
実
に
多
く
の
教
え
を
説
く
。
こ
の
こ
と
が
重
要

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
諸
仏
の
本
誓
願
は　

我
が
行
ず
る
所
の
仏
道
を　

普あ
ま
ねく
衆
生

を
し
て　

亦ま

た
同
じ
く
此
の
道
を
得
し
め
ん
と
欲
す
（
35
）」

２
・
２　

智
慧
と
い
う
慈
愛
深
き
功
徳
力

　

法
華
経
に
お
け
る
別
の
か
た
ち
の
愛
や
慈
悲
の
象
徴
と
し
て
、

仏
の
功
徳
力
﹇
善
行
の
果
報
と
し
て
具
わ
っ
た
福
徳
と
力
﹈
と
し
て

の
智
慧
が
あ
る
。
諸
仏
は
、
無
明
﹇
無
知
﹈
ゆ
え
に
苦
し
み
つ
つ

生
き
る
衆
生
を
、
智
慧
の
道
に
導
く
た
め
に
、
こ
の
世
に
出
現

す
る
。

　
「
諸
仏
世
尊
は
衆
生
を
し
て
仏
知
見
を
開
か
し
め
、
清
浄
な
る

こ
と
を
得
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
世
に
出
現
し
た
ま
う
。

衆
生
に
仏
知
見
を
示
さ
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
世
に
出
現
し
た

ま
う
。
衆
生
を
し
て
仏
知
見
を
悟
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、

世
に
出
現
し
た
ま
う
。
衆
生
を
し
て
仏
知
見
の
道
に
入
ら
し
め
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ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
世
に
出
現
し
た
ま
う
。
舎
利
弗
よ
。
是

れ
を
諸
仏
は
唯
だ
一
大
事
の
因
縁
を
以
て
の
故
に
、
世
に
出
現

し
た
ま
う
と
為な

す
（
36
）」

２
・
３　

救
い
の
た
め
の
親
の
愛

　

法
華
経
で
は
、
衆
生
を
救
わ
ん
と
す
る
慈
悲
が
様
々
な
譬
え

の
中
で
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
（
37
）。

一
番
目
の
譬
え
は
最
も
有

名
な
「
三
車
火
宅
の
譬
え
」
で
あ
る
。
長
者
で
あ
る
父
親
は
、

我
が
家
が
炎
上
し
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
そ
の
豪
邸
に
は
、

狭
い
入
口
し
か
な
い
。
館
の
中
に
は
、
わ
が
子
（
三
十
人
）
が
危

険
に
気
づ
く
こ
と
な
く
夢
中
で
遊
び
続
け
て
い
る
。
子
ど
も
達

に
状
況
を
説
明
す
る
時
間
は
な
い
。
こ
れ
を
悟
っ
た
父
親
は
、

慈
悲
の
心
を
出
だ
し
て
、
子
ど
も
達
に
外
に
出
る
よ
う
呼
び
か

け
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
達
は
聞
こ
う
と
し
な
い
。
火
事
の
こ

と
も
、
家
屋
が
ど
の
よ
う
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
も

理
解
で
き
な
か
っ
た
。
父
親
は
、
子
ど
も
達
を
危
険
か
ら
守
る

た
め
に
方
便
を
使
う
こ
と
を
思
い
つ
く
。
父
親
は
子
ど
も
達
の

こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
、
ど
の
よ
う
な
遊
具
が
好
き
か

と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
父
親
は
子
ど
も
達
に
、
家
の
外

に
遊
具
が
あ
る
、
外
で
好
き
な
だ
け
遊
べ
、
好
き
な
遊
具
を
贈

る
と
言
っ
た
。
子
ど
も
達
は
す
ぐ
に
、
炎
上
し
て
い
る
家
の
外

に
出
て
行
っ
た
。
父
親
が
安
堵
し
て
い
る
と
、
子
ど
も
達
は
約

束
の
遊
具
を
せ
が
む
。
長
者
で
あ
っ
た
父
親
は
、
子
ど
も
達
の

予
想
に
反
し
て
、
一
人
ひ
と
り
に
召
使
い
付
き
の
豪
華
な
大
白

牛
車
を
与
え
た
。
父
親
は
裕
福
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
贈

り
物
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
皆
、愛
し
い
わ
が
子
で
あ
り
、

全
員
を
差
別
な
く
愛
し
て
い
る
こ
と
を
、
父
親
は
痛
切
に
思
っ

た
。
舎
利
弗
の
言
う
よ
う
に
、
父
親
が
方
便
を
用
い
嘘
を
つ
い

た
こ
と
は
重
要
で
は
な
く
、
二
の
次
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
子

ど
も
達
の
命
を
救
う
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
事
実
、

父
親
は
子
ど
も
達
が
期
待
し
て
い
た
贈
り
物
に
勝
る
も
の
を
贈

っ
た
。
こ
の
譬
え
の
父
親
は
、
仏
を
象
徴
し
て
い
る
。

　
「
則
ち
為こ

れ
一
切
世
間
の
父
な
り
。
諸
の
怖
畏
・
衰
悩
・
憂
患
・

無
明
・
暗あ
ん

蔽へ

に
於
い
て
、
永
く
尽
く
し
て
余あ
ま
り無
し
。
而
も
悉
こ
と
ご
とく

無
量
の
知
見
・
力
・
無
所
畏
を
成
就
し
、
大
神
力
、
及
び
智
慧

力
有
っ
て
、
方
便
・
智
慧
波は
　
ら羅
蜜み
つ

を
具
足
す
。
大
慈
大
悲
に
し
て
、

常
に
懈け

倦げ
ん

無
く
、
恒つ
ね

に
善
事
を
求
め
て
、
一
切
を
利
益
す
（
38
）」

　
「
長
者
と
仏
」
そ
し
て
「﹇
危
険
も
知
ら
ず
に
﹈
無
頓
着
に
遊
ぶ



122

子
ど
も
達
と
苦
し
む
衆
生
」
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
明
白
で
あ

る
（
39
）。

こ
の
譬
え
で
、
仏
は
父
親
お
よ
び
救
済
者
の
二
面
性
を
も

つ
（
40
）。

無
明
、
盲
目
、
執
着
に
苛
ま
れ
て
い
る
者
を
救
う
た
め
の

最
善
の
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
﹇
智
慧
の
発
露
と
し
て
の
﹈
方
便

は
、
慈
悲
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

法
華
経
に
描
か
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
譬
え
が
「
長
者
窮
子

の
譬
え
」
で
あ
る
（
41
）。

親
を
離
れ
た
子
ど
も
﹇
窮
子
﹈
が
50
年
ぶ
り

に
父
親
と
再
会
を
す
る
話
で
あ
る
。
長
者
と
な
っ
た
父
親
は
わ

が
息
子
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
が
、
息
子
は
気
が
つ
か
な

い
。
権
力
者
﹇
長
者
の
こ
と
を
そ
う
思
っ
た
﹈
に
お
び
え
、
長
者
の

も
と
で
は
暮
ら
せ
な
い
と
思
っ
た
息
子
は
、
父
親
か
ら
遠
ざ
か

る
。
父
親
は
遣
い
の
者
を
や
っ
て
息
子
を
呼
び
戻
そ
う
と
す
る

が
、
息
子
は
気
が
動
転
す
る
。
そ
の
た
め
、
父
親
は
最
も
有
効

な
方
法
と
し
て
方
便
を
用
い
、
息
子
に
少
し
ず
つ
近
寄
る
こ
と

を
考
え
る
。
ま
ず
、み
す
ぼ
ら
し
い
身
な
り
の
使
用
人
を
介
し
て
、

近
く
の
村
で
糞
の
処
理
を
す
る
仕
事
に
息
子
を
つ
か
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
父
親
は
息
子
と
同
じ
よ
う
に
貧
し
い
身
な
り
を
し

て
、
同
じ
仕
事
を
し
な
が
ら
、
彼
の
信
用
を
得
る
た
め
の
努
力

を
す
る
。
徐
々
に
息
子
の
仕
事
の
立
場
が
上
が
り
、
最
終
的
に

は
財
産
の
管
理
を
任
せ
ら
れ
る
（
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
受
肉
と
同
様

で
あ
る
）。長
者
は
死
ぬ
直
前
に
な
り
、権
力
者
や
親
族
を
集
め
て
、

全
て
を
話
し
、
息
子
の
こ
と
を
公
に
す
る
。
こ
の
譬
え
は
、
父

親
の
愛
を
表
す
と
同
時
に
、
母
性
的
な
温
か
い
教
育
を
表
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
舎
利
弗
﹇
実
際
に
は
四
大
声
聞
﹈
自
ら

が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
万
人
が
本
当
は
仏
子
で
あ
る

こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
、
こ
の
譬
え
の
本
来
の
目
的
な
の

で
あ
る
。

　
「
大
富
長
者
は
、
則
ち
是
れ
如
来
な
り
。
我
れ
等
は
皆
な
仏
子

に
似
た
り
。
如
来
は
常
に
我
れ
等
を
為こ

れ
子
な
り
と
説
き
た
ま

え
り
。
世
尊
よ
。
我
れ
等
は
三
苦
を
以
て
の
故
に
、
生
死
の
中

に
於
い
て
、
諸
の
熱
悩
を
受
け
、
迷
惑
無
知
に
し
て
、
小
法
に

楽ぎ
ょ
う
じ
ゃ
く
著
せ
り
。（
…
）
所ゆ
え
ん以
は
何い
か

ん
、
仏
は
我
れ
等
が
心
の
小
法

を
楽ね
が

う
を
知し
ろ

し
め
し
て
、
方
便
力
を
以
て
我
れ
等
に
随
っ
て
説

き
た
ま
え
ど
も
、我
れ
等
は
真
に
是
れ
仏
子
な
り
と
知
ら
ず
。
今
、

我
れ
等
は
方ま
さ

に
知
ん
ぬ
（
42
）」

　

こ
の
よ
う
な
救
済
の
た
め
の
愛
は
、
人
間
主
体
の
社
会
変
革

へ
の
道
で
あ
り
、
社
会
に
貢
献
す
る
仏
教
へ
の
道
と
な
る
（
43
）。
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２
・
４　

親
徳
と
師
徳
を
具
え
た
友
愛
の
仏

　

前
述
の
よ
う
な
、
状
況
に
応
じ
た
教
育
法
は
、
本
来
ひ
と
つ

し
か
な
い
仏
の
道
が
ま
る
で
複
数
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
。

　

例
え
ば
、「
化
城
喩
品
」
に
お
け
る
「
導
師
」
と
「
道
」
に
関

す
る
「
化
城
宝
処
の
譬
え
」
で
あ
る
。

　
「
諸
仏
は
方
便
力
も
て　

分
別
し
て
三
乗
を
説
き
た
ま
う　

唯

だ
一
仏
乗
の
み
有
り　

息
処
の
故
に
二
を
説
く　

今
汝
が
為
め

に
実
を
説
く　

汝
が
得
る
所
は
滅
に
非
ず　

仏
の
一
切
智
の
為

め
に　

当
に
大
精
進
を
発お
こ

す
べ
し　

汝
は
一
切
智　

十
力
等
の

仏
法
を
証
し　

三
十
二
相
を
具
し
な
ば　

乃す
な
わ
ち
是
れ
真
実
の
滅

な
ら
ん　

諸
仏
の
導
師
は　

息や
す

め
ん
が
為
め
に
涅
槃
を
説
き
た

ま
う　

既
に
是
れ
息や
す

み
已お
わ

ん
ぬ
と
知
れ
ば　

仏
慧
に
引
入
し
た

ま
う
（
44
）」

　

ま
た
、
友
人
の
衣
の
裏
に
宝
珠
を
縫
い
こ
ん
だ
と
い
う
「
貧

人
繫け
い

珠し
ゅ

の
譬
え
」
も
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
も
つ
。
こ
の
﹇
宝
珠

を
縫
い
こ
ん
だ
﹈
親
友
は
仏
を
表
し
て
お
り
、
友
人
が
酔
っ
て
（
す

な
わ
ち
欲
望
・
無
明
に
酔
っ
て
）
寝
て
し
ま
っ
て
い
る
間
に
、
友
人

の
衣
に
宝（
一
乗
妙
法
の
智
宝
す
な
わ
ち
完
全
な
宝
）を
縫
い
つ
け
る
。

仏
は
、
宝
を
よ
そ
に
探
し
求
め
る
こ
と
に
時
間
を
浪
費
す
る
人

を
、﹇
正
道
に
﹈
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
教
え
の
根
底
に

は
真
の
友
情
が
存
在
す
る
（
45
）。

友
情
を
通
し
て
、
人
は
精
神
的
充

足
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
「
若
し
善
男
子
・
善
女
人
は
、
善
根
を
種う

え
た
る
が
故
に
、
世

世
に
善
知
識
を
得
ば
、
其
の
善
知
識
は
、
能
く
仏
事
を
作
し
、

示
教
利
喜
し
て
、
阿あ

耨の
く

多た
　
ら羅
三さ
ん

藐み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

に
入
ら
し
む
。
大
王

よ
。
当
に
知
る
べ
し
、
善
知
識
と
は
、
是
れ
大
因
縁
な
り
。

所い
わ
ゆ謂
る
化
導
し
て
仏
を
見
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
の
心
を
発

す
こ
と
を
得
し
む
（
46
）」

　

愛
は
結
合
で
あ
る
。「
長
者
窮
子
の
譬
え
」
で
は
、
父
子
は
他

人
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
47
）。

仏
は
衆

生
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
父
親
の
よ
う
に
（
48
）、

大
慈
悲
を
も
っ
て
衆

生
を
思
い
や
り
、
衆
生
に
悟
り
を
得
さ
せ
る
た
め
に
は
慈
悲
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
（
49
）。

　

こ
こ
に
救
済
に
導
く
た
め
の
父
親
の
愛
が
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
法
華
経
の
全
編
に
お
い
て
、
衆
生
の
機
根
に
合
わ
せ
た

説
法
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
説
法
を
聞
い
て
受
け
入
れ
る

衆
生
の
能
力
に
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
適
応
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
（
50
）。
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２
・
５　

愛
に
よ
っ
て
抱
か
れ
る
信
頼
と
い
う
普
遍
的
な
信
仰

　

愛
に
は
信
頼
が
必
要
で
あ
る
。
法
華
経
で
は
、
仏
の
言
葉
を

聞
き
、
信
伏
し
、
成
仏
の
道
を
追
求
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に

つ
な
が
る
（
51
）。「

信
」
は
、
仏
の
慈
悲
・
愛
を
受
け
入
れ
る
窓
な
の

で
あ
る
（
52
）。

ま
た
、「
法
師
品
」
に
あ
る
よ
う
に
、
仏
の
愛
は
、
信

徒
の
愛
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
法
華
経
の

信
仰
の
本
来
の
意
義
な
の
で
あ
る
。

　
「
又
た
如
来
の
滅
度
の
後
に
、
若
し
人
有
っ
て
妙
法
華
経
の
乃

至
一
偈
一
句
を
聞
い
て
、
一
念
も
随
喜
せ
ば
、
我
れ
は
亦ま

た
与た

め
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
の
記
を
授
く
。
若
し
復ま

た
人
有
っ

て
妙
法
華
経
の
乃
至
一
偈
を
受
持
・
読
誦
・
解
脱
・
書
写
し
、

此
の
経
巻
に
於
い
て
敬
い
視み

る
こ
と
仏
の
如
く
に
し
て
、
種
種

に
華
・
香
・
瓔よ
う
ら
く珞
・
抹
香
・
塗ず

香こ
う
・
焼
香
・
繒ぞ
う

蓋が
い
・
幢ど
う
ば
ん旛
・
衣
服
・

妓
楽
を
供
養
し
、
乃
至
合
掌
恭
敬
せ
ば
、
薬
王
よ
。
当
に
知
る

べ
し
、
是
の
諸
人
等
は
、
已
に
曽か
つ

て
十
万
億
の
仏
を
供
養
し
、

諸
仏
の
所み
も
とに
於
い
て
、大
願
を
成
就
し
て
、衆
生
を
愍あ
わ
れむ
が
故
に
、

此
の
人
間
に
生
ず
（
53
）」

　

法
華
経
に
お
い
て
、「
信
」
は
他
の
方
便
・
手
段
よ
り
も
勝
れ

て
い
る
。
一
乗
仏
を
得
る
た
め
に
は
、「
信
」
が
絶
対
必
要
な
の

で
あ
る
。

　
「
正
直
捨
方
便
の
法
華
経
に
は
「
信
を
以
て
入
る
こ
と
を
得
」

と
云
い
雙そ
う
り
ん林
最
後
の
涅
槃
経
に
は
「
是
の
菩
提
の
因
は
復
無
量

な
り
と
雖い
え
ども
若
し
信
心
を
説
け
ば
則
ち
已
に
摂
尽
す
」
等
云
々
。

夫
れ
仏
道
に
入
る
根
本
は
信
を
も
て
本
と
す
五
十
二
位
の
中
に

は
十
信
を
本
と
す
十
信
の
位
に
は
信
心
初
め
な
り
た
と
ひ
さ
と

り
な
け
れ
ど
も
信
心
あ
ら
ん
者
は
鈍
根
も
正
見
の
者
な
り
た
と

ひ
さ
と
り
あ
る
と
も
信
心
な
き
者
は
誹
謗
闡せ
ん
だ
い提
の
者
な
り
（
54
）」

　

法
華
経
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
緒
的
な
感
性
が
高

ま
る
。
心
へ
の
こ
の
影
響
は
重
要
で
あ
る
。
慈
悲
を
抱
く
た
め

に
は
、
共
感
能
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
他
人
の
気
持
ち
、
そ
し

て
言
葉
で
は
表
現
さ
れ
な
い
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
と
る

能
力
が
必
要
と
な
る
。
女
性
は
、
こ
の
こ
と
に
お
い
て
は
男
性

に
勝
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
55
）。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
華
経
の
女
性
観
は
画
期
的
で
あ
り
、

他
の
仏
典
と
は
違
い
、
女
性
に
つ
い
て
明
快
に
述
べ
て
い
る
（
56
）。

あ
る
菩
薩
が
文
殊
師
利
菩
薩
に
問
う
た
。
法
華
経
の
実
践
に
よ

っ
て
、
衆
生
は
す
み
や
か
に
成
仏
で
き
る
の
か
と
。
文
殊
師
利

菩
薩
は
、
娑
竭
羅
竜
王
の
娘
で
あ
る
竜
女
は
、
そ
の
よ
う
な
功
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力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
答
え
た
。
そ
し
て
慈
愛
を
象
徴
す

る
竜
女
の
特
質
を
説
明
し
た
。

　
「
辯べ
ん

才ざ
い

無む
　
げ礙
に
し
て
、
衆
生
を
慈
念
す
る
こ
と
、
猶
お
赤
子
の

如
し
。
功
徳
は
具
足
し
て
、
心
に
念お
も

い
口
に
演の

ぶ
る
こ
と
は
、

微
妙
広
大
に
し
て
、
慈
悲
仁
譲
あ
り
。
志
意
は
和
雅
に
し
て
、

能
く
菩
提
に
至
れ
り
（
57
）」

　

女
性
の
成
仏
に
懐
疑
的
な
昔
か
ら
の
考
え
を
踏
ま
え
た
舎
利

弗
で
さ
え
も
「
人
と
非
人
と
は
、
皆
な
遥
か
に
彼
の
竜
女
の
成

仏
し
て
、
普
く
時
の
会え

の
人
天
の
為
に
法
を
説
く
を
見
て
﹇
心
は

大
い
に
歓
喜
し
て
（
58
）﹈」と

あ
る
よ
う
に
、﹇
女
人
成
仏
を
﹈
認
め
た
こ

と
を
法
華
経
で
は
強
調
し
て
い
る
。
憍
き
ょ
う

曇ど
ん

弥み

﹇
摩
訶
波
闍
波
提

比
丘
尼
﹈
も
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
59
）。

　

涅
槃
経
の
「
貧
女
と
恒ご
う

河が

の
譬
え
」﹇
貧
女
が
恒
河
＝
ガ
ン
ジ
ス

河
で
溺
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
、
一
子
を
抱
い
た
ま
ま
手
を
放
さ
ず
、
そ

の
慈
念
に
よ
っ
て
梵
天
に
生
ま
れ
た
と
い
う
話
﹈
に
関
し
て
、
日
蓮

は
「
一
子
と
は
法
華
経
の
信
心
了
因
の
子
な
り
（
60
）」

と
云
う
。
こ

の
よ
う
に
精
神
的
充
足
の
至
高
の
境
地
を
万
人
に
広
げ
る
捉
え

方
は
、
一
部
の
聖
職
権
主
義
者
や
仏
教
諸
派
を
批
判
す
る
。
彼

ら
は
、
僧
院
制
度
の
中
で
し
か
成
仏
は
で
き
な
い
と
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
（
61
）。

３　
「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
」
と

　
　
　
「
法
華
経
」
に
お
け
る
愛

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
偉
業
は
、
様
々
な
分
野
に
及
び
、
非
常

に
幅
広
い
。
し
か
し
、「
愛
」
と
い
う
基
軸
が
、
そ
れ
ら
に
統
一

感
と
一
体
感
を
与
え
て
い
る
。
霊
的
な
道
の
経
験
の
根
底
に
あ

る
の
は
、
愛
な
の
で
あ
る
。
愛
は
推
進
力
で
あ
り
、
同
時
に
自

己
実
現
の
至
高
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
４
冊
の
主
著
は『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』『
暗

夜
』『
霊
の
賛
歌
』『
愛
の
生
け
る
炎
』
で
あ
る
が
、
最
後
の
２

作
品
が
最
も
重
要
と
さ
れ
る
。
本
研
究
で
は
『
霊
の
賛
歌
』
に

特
別
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
１
５
７
７
年
か
１
５
７
８
年
に
、

ト
レ
ド
の
履
足
カ
ル
メ
ル
会
の
も
と
で
の
幽
閉
生
活
中
に
書
き

始
め
、
１
５
８
２
年
か
ら
１
５
８
４
年
に
バ
エ
サ
と
グ
ラ
ナ
ダ

で
完
成
さ
せ
た
と
い
う
。
詩
に
註
解
を
書
き
加
え
る
形
式
で
書

か
れ
て
い
る
主
著
の
中
で
も
、『
霊
の
賛
歌
』
は
最
も
後
期
の
も

の
と
さ
れ
る
。『
霊
の
賛
歌
』
は
、
跣
足
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
会

仲
間
で
あ
っ
た
ベ
ア
ス
修
道
院
院
長
ア
ナ
・
デ
・
ヘ
ス
ス
の
要
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請
で
書
か
れ
た
。
初
版
は
﹇
ヨ
ハ
ネ
の
死
後
﹈
１
６
２
７
年
に
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
発
刊
さ
れ
、
１
６
３
０
年
、
マ
ド
リ
ー
ド
で
決

定
版
が
少
部
数
、
出
版
さ
れ
る
。『
霊
の
賛
歌
』
は
も
と
も
と
２

種
の
版
が
存
在
す
る
が
、
本
研
究
で
は
２
番
目
の
も
の
（
Ｂ
版
）

に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
霊
的
変
化
の
過
程
が

よ
り
適
切
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

が
最
初
に
修
道
士
を
務
め
た
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
の
跣
足
カ
ル

メ
ル
会
が
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
62
）。

　

こ
こ
で
は
、
法
華
経
の
「
慈
悲
」
に
類
似
す
る
場
合
に
特
定

し
て
、十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
作
品
の
中
の
「
愛
」
を
紹
介
し
た
い
。

３
・
１　

霊
的
婚
姻

　

法
華
経
で
は
、
愛
は
父
性
愛
、
友
愛
、
女
性
な
ら
で
は
の
慈
愛
、

そ
し
て
信
仰
者
の
帰
依
と
信
心
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て

い
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
作
品
中
の
愛
の
場
合
、
夫
婦
間
の

愛
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
柱
と
な
る
夫
婦
愛
か

ら
派
生
す
る
二
義
的
な
愛
の
隠
喩
は
、
実
に
興
味
深
い
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
『
霊
の
賛
歌
』
の
詩
節
の
リ
ズ
ム
は
、

霊
魂
と
神
の
愛
の
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
呼
応
し
て
い
る
。

ま
ず
、
愛
す
る
霊
魂
が
傷
つ
き
、
痛
み
に
よ
っ
て
前
進
す
る
場

面
で
は
（
63
）、

人
間
の
精
神
の
探
求
が
表
現
さ
れ
る
（
第
２
歌
か
ら
11

歌
）。
愛
人
達
の
出
会
い
（
第
12
歌
か
ら
16
歌
）、
霊
的
婚
約
（
第
17

歌
か
ら
26
歌
）、
霊
的
婚
姻
（
第
27
歌
か
ら
31
歌
）、
愛
人
達
の
親
密

な
生
活
（
第
32
歌
か
ら
34
歌
）、
愛
の
延
長
の
結
婚
（
第
35
歌
か
ら
39

歌
）
と
続
く
。
奥
の
酒
ぐ
ら
（
第
17
﹇
26
﹈
歌
）、
憧
れ
の
楽
し
い

園
（
第
27
﹇
22
﹈
歌
）、
愛
の
山
と
岡
（
第
35
﹇
36
﹈
歌
）、
岩
の
高

い
洞
穴
（
第
36
﹇
37
﹈
歌
）、
箱
舟
（
第
33
﹇
34
﹈
歌
）
が
こ
の
詩
歌

の
最
も
印
象
深
い
場
面
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
酒
ぐ
ら
・
園
・

岩
穴
が
最
も
重
要
な
霊
の
完
徳
の
絶
頂
の
場
面
で
あ
る
。

　
『
霊
の
賛
歌
』
で
は
構
造
的
に
、
歌
の
順
序
と
霊
的
旅
程
が
一

致
し
て
い
る
。
最
初
に
詩
と
註
解
か
ら
始
ま
り
、
主
だ
っ
た
特

徴
が
紹
介
さ
れ
る
（
第
１
歌
か
ら
２
歌
）。
次
に
、
愛
す
る
神
と
の

一
致
を
激
し
く
望
む
初
心
者
が
歩
む
霊
的
旅
程
の
浄
め
の
道
が

描
か
れ
る
（
第
３
歌
か
ら
５
歌
）。
続
い
て
、
進
歩
者
の
愛
の
焦
慮

の
欲
求
や
苦
労
が
描
か
れ
る
（
第
６
歌
か
ら
11
歌
）。
次
に
、
過
去

の
出
来
事
が
述
べ
ら
れ
る
と
（
第
20
歌
か
ら
24
歌
）、
合
一
の
歩
み

が
完
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
霊
的
婚
姻
が
描
か
れ
（
第
15
〜
19
歌
、
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第
27
〜
28
歌
、
第
32
〜
34
歌
、
第
35
〜
38
歌
）、
最
後
に
霊
の
歩
み
を

振
り
返
り
、
至
福
直
観
が
描
か
れ
る
（
第
39
歌
）。

　

愛
の
頂
点
へ
と
続
く
、
愛
の
道
で
あ
る
。
霊
的
な
一
致
に
よ

っ
て
、
神
と
霊
魂
が
密
接
に
結
ば
れ
る
道
で
あ
る
。
こ
の
一
致

の
基
準
は
、
キ
リ
ス
ト
お
よ
び
至
聖
の
三
位
一
体
と
人
間
と
の

愛
で
あ
る
。
愛
は
、
三
位
一
体
の
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
も
一
つ

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
64
）。

神
の
〝
愛
の
火
〞
は
霊
魂
を
〝
栄
光

を
提
供
す
る
た
め
に
焼
き
尽
く
す（65
）〞。﹇

聖
霊
が
霊
魂
の
中
で
行
う
﹈

楽
し
い
愛
の
遊
戯
で
あ
り
、
生
き
生
き
と
し
た
創
造
性
が
刺
激

さ
れ
、
霊
は
永
遠
の
生
命
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
（
66
）。

こ
の
よ
う
な

一
致
に
お
い
て
は
、
愛
で
な
い
も
の
は
全
て
排
除
さ
れ
る
の
で

あ
る
（
67
）。

愛
に
溢
れ
る
神
は
、
人
間
の
個
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
、

人
間
の
変
革
に
よ
る
聖
化
の
た
め
に
、
人
間
と
の
一
致
を
自
在

に
成
就
す
る
の
で
あ
る
（
68
）。

３
・
２　

神
化
す
る
愛
の
信
仰

　

大
乗
仏
教
の
宗
教
体
験
が
智
慧
と
慈
悲
に
満
ち
て
い
る
よ
う

に
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
作
品
に
お
い
て
愛
と
知
は
、
神
の
体

験
を
表
す
神
秘
的
な
意
味
を
も
つ
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
体
験
に

は
宗
教
体
験
と
教
義
の
実
り
あ
る
生
き
生
き
と
し
た
緊
張
関
係

が
あ
る
（
69
）。

愛
の
一
致
に
よ
っ
て
、
神
は
〝
超
自
然
的
知
解
（
70
）〞

で

あ
る
光
と
愛
を
同
時
に
与
え
、
霊
魂
の
本
質
に
到
達
す
る
（
71
）。

愛

は
知
よ
り
も
上
位
に
あ
る
た
め
、
神
は
知
を
超
越
し
、
理
解
し

が
た
い
（
72
）。〝

神
と
の
一
致
に
最
も
適
し
た
方
法
〞
で
あ
る
信
仰
に

よ
っ
て
の
み
、
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
信
仰
に

進
む
こ
と
は
、
理
性
に
と
っ
て
の
闇
で
も
あ
る
（
73
）。

信
仰
は
究
極

の
と
こ
ろ
、
知
解
な
き
愛
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
74
）。

ま
た
、
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
思
想
か
ら
見
れ
ば
、
意
志
は
知
解
に
勝
っ
て

お
り
（
75
）、

さ
ら
に
愛
は
知
よ
り
勝
っ
て
い
る
（
76
）。『

霊
の
賛
歌
』で
は
、

神
と
の
つ
な
が
り
を
十
分
に
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
精
神
の
探
求

を
始
め
た
ば
か
り
の
人
間
の
例
を
通
し
て
、
知
解
な
き
愛
は
可

能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
77
）。

　

人
間
の
、
愛
す
る
力
と
し
て
の
意
志
の
強
さ
は
問
題
で
は
な

い
。
三
位
一
体
の
神
が
、
愛
を
通
し
て
霊
魂
を
導
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
「
正
確
な
と
こ
ろ
、
神
は
霊
魂
の
飛
翔
に
よ
っ
て
、
い
い
か
え

れ
ば
、
霊
魂
が
神
に
つ
い
て
有
す
る
知
識
に
よ
っ
て
、
霊
魂
と

お
交
わ
り
に
な
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
知
識
か
ら
生
じ
る
愛
に
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よ
っ
て
で
あ
る
。
事
実
、
愛
は
御
父
と
御
子
と
を
一
致
さ
せ
る

結
び
で
あ
る
が
、
同
様
、
霊
魂
を
神
に
一
致
さ
せ
る
の
も
愛
で

あ
る
（
78
）」

　

と
も
あ
れ
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
宗
教
体
験
に
お
い
て
、
知

性
は
愛
に
従
属
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
愛
は
知
性
に
従
属
し

て
い
る
と
い
え
る
（
79
）。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
前
述
の
法
華
経
の

信
仰
に
近
い
の
で
あ
る
。
仏
性
は
、
智
慧
で
あ
り
同
時
に
慈
悲

で
あ
る
。
救
済
の
信
仰
の
本
義
は
、
人
間
が
両
者
の
創
造
的
な

関
係
を
信
じ
て
、
自
ら
を
解
放
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
、
愛
は
三
位
一
体
の
神
の
贈
り

も
の
な
の
で
あ
る
。
結
婚
の
よ
う
に
、
神
と
人
間
の
間
に
互
い

に
愛
を
構
築
す
る
恵
み
な
の
で
あ
り
、そ
れ
は
〔
霊
的
婚
姻
に
よ
る
〕

満
ち
足
り
た
死
後
観
の
側
面
を
伴
う
も
の
で
あ
る
（
80
）。

参
与
〔
分
有
〕

に
よ
っ
て
、
霊
魂
は
神
と
い
え
る
よ
う
に
な
る
（
81
）。

ま
た
、霊
魂
に

お
け
る
神
の
霊
的
生
命
は
、
本
質
、
愛
、
欲
望
に
よ
っ
て
発
展

す
る
の
で
あ
る
（
82
）。

ま
た
、
神
は
理
性
的
な
存
在
お
よ
び
非
理
性

的
な
存
在
の
霊
魂
の
本
質
に
現
存
す
る
の
で
あ
る
（
83
）。「

神
の
御
子

な
る
聖
言
は
、
御
父
と
聖
霊
と
と
も
に
霊
魂
の
い
ち
ば
ん
奥
深

く
に
、
本
質
に
よ
り
、
現
存
に
よ
り
隠
れ
住
ん
で
い
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。（
…
）
神
は
霊
魂
の
う
ち
に
隠
れ
て
お
い
で

に
な
る
」
の
で
あ
る
（
84
）。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
霊
魂
に
お
け
る

神
の
現
存
に
は
３
つ
の
様
式
が
あ
る
と
明
か
す
。
す
な
わ
ち
、

本
質
的
現
存
、
恵
み
に
よ
る
現
存
、
愛
の
働
き
に
よ
る
霊
的
現

存
で
あ
る
（
85
）。

最
後
の
も
の
は
愛
の
結
合
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。

そ
し
て
霊
魂
に
〝
神
の
足み

跡あ
と

〞
が
残
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

霊
魂
は
神
と
の
一
致
を
求
め
る
の
で
あ
る
（
86
）。『

霊
の
賛
歌
』
に
お

い
て
、〝
神
の
足
跡
〞
は
〝
愛
の
傷い
た

手で

〞
（
87
）あ

る
い
は
〝
神
の
不
在
〞

の
経
験
に
つ
な
が
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
88
）。

　
「
こ
こ
で
霊
魂
は
三
つ
の
苦
境
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
病や
ま
い気
、

苦
悩
、
死
、
で
あ
る
。
事
実
、
あ
る
程
度
の
完
全
な
愛
を
も
っ

て
神
を
愛
す
る
霊
魂
は
、
神
の
不
在
を
三
つ
の
様
式
で
苦
し
む
。

つ
ま
り
霊
魂
は
そ
の
三
能
力
、
知
性
、
意
志
、
記
憶
に
お
い
て

苦
し
む
の
で
あ
る
。
知
性
に
つ
い
て
は
病
気
と
い
っ
て
い
る
、

そ
れ
は
神
を
見
な
い
か
ら
で
あ
り
、
神
は
、（
…
）
知
性
の
健
康

で
あ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
意
志
に
つ
い
て
は
苦
悩
と
い
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
神
を
所
有
し
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、（
…
）
神
は

意
志
の
清
涼
で
あ
り
、
愉
悦
で
あ
ら
れ
る
。
記
憶
に
つ
い
て
は

死
と
い
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
を
見
る
と
い
う
知
性
の
宝
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の
す
べ
て
と
、
神
を
所
有
す
る
と
い
う
意
志
の
愉
快
を
こ
と
ご

と
く
欠
い
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
ま
た
一
方
、
こ
の
世
の

さ
ま
ざ
ま
の
危
険
や
罪
の
機
会
に
常
に
さ
ら
さ
れ
て
い
て
、
神

を
失
う
こ
と
が
大
い
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
記
憶

に
お
い
て
死
の
よ
う
な
感
じ
に
苦
し
む
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、（
…
）
霊
魂
の
生
命
で
あ
る
神
の
確
実
完
全
な
所
有
を
欠

い
て
い
る
の
を
見
る
か
ら
で
あ
る
（
89
）」

　

愛
が
増
大
す
る
と
、〔
愛
な
る
神
の
〕
不
在
を
苦
し
む
苦
痛
も
増

大
す
る
の
で
あ
る
（
90
）。

そ
し
て
こ
の
苦
悩
は
、
天
国
の
愛
に
達
し
、

こ
れ
が
神
の
恵
み
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
ま
で
消
え
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
（
91
）。

こ
の
よ
う
な
愛
の
不
在
に
よ
る
苦
悩
は
、

神
の
愛
が
現
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
。
つ
ま
り
同
種

療
法
（
ホ
メ
オ
パ
シ
ー
）
な
の
で
あ
る
（
92
）。

し
か
し
、
健
康
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
人
間
自
身
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人

間
の
霊
魂
の
意
志
と
愛
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
神
は
愛
を
捧
げ
る

の
で
あ
る
。

　
「
神
は
、
も
っ
ぱ
ら
霊
魂
の
意
志
と
愛
と
に
準
じ
て
、
こ
れ
に

恵
み
と
愛
を
注
が
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
真
に

愛
す
る
人
は
自
分
の
う
ち
に
、
こ
の
炎
が
決
し
て
欠
け
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、

か
れ
は

│
も
し
も
、
こ
う
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば

│
神
を
し
て
、か
れ
を
よ
り
多
く
愛
さ
せ
、か
れ
の
霊
魂
内
で
、

よ
り
多
く
楽
し
む
よ
う
に
、
お
さ
せ
す
る
の
で
あ
る
（
93
）」

　

愛
人
の
不
在
を
嘆
く
病
気
・
苦
悩
・
死
と
い
う
霊
魂
の
三
つ

の
苦
境
と
、
ガ
ウ
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
な
る
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
実

人
生
で
経
験
し
た
生
老
病
死
と
い
う
四
苦
と
の
類
似
性
は
、
非

常
に
興
味
深
い
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
的
目
標
の
達
成
に

お
い
て
人
間
の
解
放
が
な
け
れ
ば
神
の
恩
恵
は
実
現
し
な
い
と

い
う
こ
と
と
、﹇
大
乗
仏
教
に
お
い
て
﹈
瞑
想
と
信
心
が
な
け
れ
ば

悟
り
は
な
い
と
い
う
類
似
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
霊
的
婚
姻
に
お
い
て
霊
魂
内
に
生
じ

る
栄
光
の
照
明
に
言
及
し
て
い
る
（
94
）。

結
婚
の
前
に
、
霊
的
婚
約

が
交
わ
さ
れ
る
。
こ
の
状
態
で
は
も
は
や
、
欲
望
に
操
ら
れ
る

低
い
面
が
霊
魂
を
悩
ま
せ
る
こ
と
は
な
い
。
霊
的
婚
約
は
、
愛

人
の
恵
み
の
存
在
に
よ
っ
て
達
す
る
段
階
な
の
で
あ
る
。「
あ
の

か
た
は　

ま
た
、　

あ
け
ぼ
の
が
た
ち
そ
め
る
こ
ろ
の
静
か
な

夜
」（『
霊
の
賛
歌
』
第
14
‐
15
歌
）
は
神
の
聖
な
る
影
と
足
跡
な
の

で
あ
り
、
霊
は
神
的
光
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
。「
こ
の
知
識
は
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す
で
に
い
っ
た
と
お
り
、
明
る
い
も
の
で
は
な
く
、
あ
け
ぼ
の

の
光
が
さ
し
そ
め
る
と
こ
ろ
の
夜
の
よ
う
な
暗
さ
を
伴
っ
て
い

る
。
れ
い
め
い
が
近
づ
く
こ
ろ
の
夜
は
、す
っ
か
り
暗
く
も
な
く
、

す
っ
か
り
明
る
く
も
な
く
、い
わ
ゆ
る
明
暗
の
中
間
に
あ
る
（
95
）」。

こ
こ
で
霊
魂
の
状
況
の
多
様
性
は
、
菩
薩
の
多
様
性
に
も
似
て

い
る
。

　

霊
的
婚
約
の
状
態
に
達
す
る
と
、
霊
魂
は
感
覚
的
部
分
に
お

い
て
静
け
さ
と
智
慧
を
味
わ
い
、
も
は
や
愛
人
の
不
在
の
苦
し

み
や
不
安
と
煩
悶
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
（
96
）。

霊
魂
と

神
の
一
致
に
よ
る
霊
的
婚
姻
に
達
す
る
た
め
に
は
、
霊
魂
は
純

潔
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
（
97
）、

唯
一
の
孤
独
の
愛
の
静
け
さ
を

確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
98
）。

こ
の
状
態
に
お
い
て
は
、

愛
が
安
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
愛
の
一
致
の
わ
ざ
が
ひ
と
た

び
し
と
げ
ら
れ
る
と
、
霊
魂
は
愛
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
（
99
）」

の
は
、
霊
魂
の
三
つ
の
能
力
、
す
な
わ
ち
記
憶
、
知
性
、

意
志
が
神
化
へ
と
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
100
）。

ひ
と
た
び
霊
的
婚

姻
の
状
態
に
導
か
れ
た
ら
、
常
に
そ
の
状
態
に
と
ど
ま
る
（
101
）。

そ

の
状
態
は
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
人
性
と
神
性
と
の
三
位
一
体
的

結
合
に
似
て
い
る
（
102
）。

　

神
が
﹇
霊
魂
を
﹈
変
容
へ
と
導
く
の
で
あ
る
（
103
）。

こ
の
変
容
の
過

程
に
お
い
て
、
霊
魂
の
本
質
が
大
切
に
さ
れ
、﹇
神
と
の
﹈
栄
光

の
一
致
が
表
さ
れ
て
く
る
（
104
）。

こ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
霊
魂
は
至

高
の
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
（
105
）。

理
解
せ
ず
し
て
理
解
す
る
、

す
な
わ
ち
神
秘
神
学
の
領
域
で
あ
る
（
106
）。〝

世
俗
的
知
識
は
知
識
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
無
知
〞
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
こ
の

霊
魂
は
す
っ
か
り
無
邪
気
に
な
っ
て
悪
を
知
ら
ず
、
ま
た
ど
こ

に
も
悪
を
見
出
さ
な
い
。
か
れ
は
非
常
に
悪
い
こ
と
を
目
で
見
、

耳
で
聞
い
て
も
そ
れ
が
悪
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
の
習
性
を
、
も
は
や
も
っ
て
い
な
い
の
で
、

悪
と
判
断
す
る
よ
す
が
が
な
い
の
で
あ
る
。
神
は
か
れ
か
ら
、

不
完
全
な
習
性
と
無
知
（
罪
の
悪
は
そ
の
う
ち
に
は
い
る
）
を

と
り
去
っ
て
、
真
の
上
知
の
完
全
な
習
性
を
も
っ
て
、
そ
れ
に

お
か
え
に
な
っ
た
か
ら
」。
さ
ら
に
、「
精
神
の
こ
の
神
化
、
こ

の
神
に
お
け
る
高
揚
に
よ
っ
て
、
霊
魂
は
恍
惚
と
な
り
、
愛
の

う
ち
に
の
み
こ
ま
れ
、
あ
た
か
も
、
ま
っ
た
く
神
と
化
す
の
で
、

何
に
も
あ
れ
、
世
俗
の
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

霊
魂
は
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
、
己
自
身
に
対
し
て
さ
え
、

無
関
係
な
も
の
、
存
在
し
な
い
も
の
の
よ
う
に
な
り
、
愛
の
う
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ち
に
、
す
っ
か
り
溶
け
こ
ん
で
、
愛
に
化
す
（
107
）」。

霊
的
婚
姻
に
お

い
て
、
神
は
自
ら
、
霊
魂
の
愛
の
捕
虜
と
な
る
（
108
）。

神
は
、
ご
自

身
に
対
す
る
愛
の
よ
う
に
霊
魂
を
愛
す
る
の
で
あ
る
（
109
）。

神
は
、

人
間
の
愛
に
勝
る
愛
で
霊
魂
を
崇
め
る
か
の
よ
う
に
愛
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
「
こ
の
内
的
一
致
に
お
い
て
、
神
は
霊
魂
と
あ
ま
り
に
も
愛
深

く
お
交
わ
り
に
な
る
の
で
、
た
と
え
母
親
が
ど
ん
な
に
愛
深
く

そ
の
子
供
を
愛
撫
し
よ
う
と
も
、
ま
た
、
兄
弟
や
友
人
の
愛
が

ど
れ
ほ
ど
や
さ
し
く
と
も
、
こ
れ
ほ
ど
真
実
な
愛
に
は
と
て
も

比
べ
ら
れ
な
い
。
広
大
無
辺
の
御
父
が
、
こ
の
謙
遜
な
愛
深
い

霊
魂
を
愛
撫
し
、
高
め
る
と
き
の
や
さ
し
さ
、
誠
実
さ
は
、
あ

あ
な
ん
と
ふ
し
ぎ
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
恐
れ

と
驚
嘆
に
価
す
る
。
神
は
霊
魂
を
偉
大
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、

ま
る
で
ご
自
分
は
し
も
べ
で
あ
り
、
霊
魂
は
女
王
で
あ
る
か
の

よ
う
に
、
霊
魂
に
服
従
な
さ
る
。
ま
た
、
霊
魂
を
喜
ば
せ
る
た

め
に
み
心
を
つ
か
い
た
も
う
こ
と
、
あ
た
か
も
、
ご
自
分
は
ど

れ
い
で
、
霊
魂
が
ご
自
分
の
神
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
が
あ
る
（
110
）」

　

霊
魂
の
道
に
お
け
る
神
の
意
志
は
、
愛
の
同
等
性
で
あ
る
（
111
）。

愛
を
完
全
な
も
の
に
高
め
る
こ
と
で
あ
る
（
112
）。﹇

そ
こ
ま
で
高
ま
れ
ば
、

神
と
霊
魂
の
﹈
一
致
は
不
可
逆
的
に
な
る
の
で
、
霊
魂
と
神
の
行

動
は
同
じ
で
あ
り
、
霊
魂
は
何
一
つ
神
な
し
で
行
う
こ
と
は
な

い
（
113
）。実

に
無
私
無
欲
の
行
動
な
の
で
あ
る
（
114
）。こ

の
状
況
に
お
い
て
、

様
々
な
霊
的
な
交
わ
り
が
行
わ
れ
（
115
）、

霊
魂
の
素
晴
ら
し
い
美
徳

や
能
力
が
現
わ
れ
（
116
）、

苦
悩
の
な
い
欲
望
が
現
わ
れ
る
（
117
）。

恐
怖
は

消
え
て
平
和
が
訪
れ
（
118
）、

他
の
霊
魂
に
お
け
る
神
の
恩
恵
を
知
る

力
が
そ
な
わ
っ
て
く
る
（
119
）。

例
え
ば
、
優
し
さ
、
愛
の
訪
れ
、
そ

し
て
溢
れ
る
慈
悲
。
霊
魂
は
力
に
頼
る
こ
と
な
く
、
愛
に
生
き

る
の
で
あ
る
（
120
）。

法
華
経
で
も
描
か
れ
て
い
る
仏
教
に
お
け
る
波

羅
蜜
﹇
菩
薩
の
実
践
徳
目
﹈
あ
る
い
は
菩
薩
の
神
通
力
と
の
類
似

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・

禅
定
・
智
慧
・
方
便
﹇
種
々
の
方
法
で
衆
生
を
救
う
﹈・
願
﹇
修
行
完

成
へ
の
誓
願
﹈・
神
力
﹇
障
魔
を
破
る
力
・
思
索
と
行
動
の
力
﹈・
智
﹇
万

法
の
実
相
を
知
る
﹈
な
ど
の
波
羅
蜜
で
あ
る
。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
説
く
「
神
と
霊
魂
の
一
致
」
に
お
い
て

参
与
〔
分
有
〕
す
る
こ
の
崇
高
な
存
在
（
121
）、す

な
わ
ち
神
の
養
子
﹇
神

の
実
子
で
あ
る
イ
エ
ス
に
対
し
て
、
神
へ
の
信
仰
に
よ
り
神
と
一
体
に

な
る
﹈
や
神
の
影
と
い
う
も
の
は
、
悟
り
の
境
地
や
仏
性
に
類
似

し
て
い
る
。
神
の
愛
は
、
創
造
と
救
済
の
愛
の
恵
み
を
通
し
て
、
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常
に
現
存
す
る
。
し
か
し
人
間
は
、
そ
の
愛
を
認
識
で
き
な
い
。

認
識
し
た
時
に
は
じ
め
て
、
そ
れ
が
命
の
中
で
開
花
す
る
の
で

あ
る
。
仏
性
も
常
に
現
存
す
る
。
し
か
し
、
無
明
に
よ
っ
て
、

万
人
の
内
面
に
存
在
す
る
こ
の
光
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
聖
職
者
の
位
階
組
織
に
よ
っ
て
苦
し

め
ら
れ
、
異
端
審
問
官
か
ら
疑
わ
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
彼
は
、

自
著
の
正
統
性
や
神
秘
観
の
表
現
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
気
遣
い
は
、
彼
の
表
現
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚

あ
る
い
は
自
己
の
体
験
を
述
べ
る
際
の
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
他
の
神
秘
主
義
の
流
れ
に
お
い
て
も
、

人
間
の
内
面
の
光
の
存
在
に
注
目
し
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
も
「
神

の
国
は
汝
等
の
衷う
ち

に
あ
り
」
と
確
言
し
（
122
）、

ク
エ
ー
カ
ー
（
キ
リ
ス

ト
友
会
）
の
創
始
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
も
同
様
で
あ
っ
た
（
123
）。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
示
す
神
と
霊
魂
の
愛
に
よ
る
結
合
に
お

い
て
、
人
間
以
外
の
生
物
は
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
か
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
愛
に
よ
っ
て
三
位
一
体
の
神
（
３
つ

の
ペ
ル
ソ
ナ
を
も
つ
神
）
と
結
合
す
る
の
と
同
様
に
、
人
間
は
創

造
さ
れ
た
宇
宙
と
結
合
し
て
い
る
（
124
）。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
精
神

性
は
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
思
想
と
完
全
に
一
致
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、霊
魂
が
神
と
結
ば
れ
完
全
に
一
致
し
た
時
、

否
定
と
霊
的
浄
化
の
過
程
で
は
拒
絶
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
被
造
物

の
世
界
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
霊
的
成
長
の
プ
ロ
セ
ス

は
、十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
主
著
中
の
二
大
作
『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』

と
『
暗
夜
』
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は
、
20
世
紀
の
ほ
ぼ
終
わ
り

に
な
る
ま
で
、
覆
い
隠
さ
れ
、
疎
外
さ
れ
、
沈
黙
を
強
い
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
理
由
を
分
析
し
た
な
ら
ば
、
長
く
複
雑
な
こ
と

に
な
り
、
き
っ
と
論
争
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト

教
を
単
な
る
教
義
・
道
徳
・
制
度
に
単
純
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

時
期
と
場
所
は
違
う
に
せ
よ
、
創
始
者
や
霊
的
指
導
者
ら
の
神

秘
的
体
験
を
通
し
て
表
わ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
（
125
）。

　

う
わ
べ
だ
け
の
安
易
な
折
衷
主
義
や
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ

た
排
他
主
義
に
陥
る
こ
と
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
と
明
ら

か
に
近
い
と
言
い
う
る
。
こ
の
事
実
は
、
正
義
と
平
和
の
よ
り

良
い
社
会
の
構
築
へ
と
手
を
携
え
て
邁
進
で
き
る
と
い
う
希
望

を
人
類
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
宗
教
を
近
づ
け
る
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こ
と
に
、
本
研
究
が
貢
献
で
き
れ
ば
、
何
よ
り
の
幸
い
で
あ
る
。

注
　
　
　

訳
注
は
本
文
中
に
﹇　

﹈
と
し
て
挿
入
し
た
。
原
文
の
段
落
替

え
は
訳
文
で
は
適
宜
、
改
変
し
た
。

　
　
　
　

原
注
で
は
、
法
華
経
の
引
用
は
、The Lotus Sutra, 

translated by B
urton W

atson

（N
ew

 Y
ork, C

olum
bia 

U
niversity Press, 1993

）
か
ら
、
ま
た
日
蓮
の
引
用
は Los 

escritos de N
ichiren D

aishonin

（Soka G
akkai, A

lem
ania, 

2008

）
か
ら
行
わ
れ
、
そ
の
ペ
ー
ジ
数
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
邦
訳
の
注
記
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』（
創

価
学
会
発
行
、
２
０
０
２
）、『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』（
創

価
学
会
発
行
、
１
９
５
２
）
か
ら
引
用
し
、
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を

示
し
た
。
前
者
は
『
法
華
経
』、後
者
は
『
御
書
』
と
略
記
し
た
。

ま
た
原
注
の
一
部
を
省
略
し
た
。

（
１
）｢

仏
は
悉
く
是
れ
を
知
し
め
し
已
っ
て　

諸
の
縁
譬
喩 
言
辞
方

便
力
を
以
て　

一
切
を
し
て
歓
喜
せ
し
め
た
ま
う 

或
は
修
多
羅 

　

伽
陀
及
び
本
事 

本
生
未
曾
有
を
説
き 

亦
た
因
縁 

譬
喩
并
び

に
祗
夜 

優
波
提
舎
経
を
説
き
た
ま
う｣

（
方
便
品
第
二
、『
法
華

経
』
１
２
７
頁
）

（
２
）F. Torradeflot, Lʼam

our et la connaissance au-delà de lʼego - 
Étude de m

ystique com
parée de la Bhagavat-G

ita et de Jean 
de la C

roix, (B
arcelona, Facultat de Teologia de C

atalunya, 
1995 ), p.947

を
参
照
（
筆
者
の
博
士
論
文
。Julien R

ies, M
arià  

C
orbí

共
監
修
。
筆
者
は
ま
だ
こ
の
研
究
を
終
結
さ
せ
て
な
い
）。

（
３
）
中
国
語
で
はM

iao-fa lien-hua ching

。
日
本
語
で
はM

yoho-
renge-kyo

（
妙
法
蓮
華
経
）
あ
る
い
はH

oke-kyo

（
法
華
経
）。

19
世
紀
頃
か
ら
法
華
経
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本
が
複
数
発
見

さ
れ
て
お
り
、
発
見
場
所
に
よ
っ
て
ネ
パ
ー
ル
本
、
ギ
ル
ギ
ッ

ト
本
（
カ
シ
ミ
ー
ル
本
）、
中
央
ア
ジ
ア
本
に
大
別
さ
れ
る
。

最
も
重
要
で
広
範
に
流
布
し
た
訳
は
、
中
央
ア
ジ
ア
亀
茲
出
身

の
鳩
摩
羅
什
が
４
０
６
年
に
完
成
さ
せ
た
漢
訳
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

（
４
）｢

而
れ
ど
も
仏
さ
ま
ざ
ま
の
難
を
ま
ぬ
か
れ
て
御
年
七
十
二
歳
、

仏
法
を
説
き
始
め
ら
れ
て
四
十
二
年
と
申
せ
し
に
・
中
天
竺
・

王
舎
城
の
丑
寅
・
耆
闍
崛
山
と
申
す
山
に
し
て
、
法
華
経
を
説

き
始
め
ら
れ
て
八
年
ま
で
説
か
せ
給
い
て
、東
天
竺
倶
尸
那
城
・

跋
提
河
の
辺
に
し
て
御
年
八
十
と
申
せ
し
、
二
月
十
五
日
の
夜

半
に
御
涅
槃
に
入
ら
せ
給
い
き
、
而
り
と
い
へ
ど
も
御
悟
り
を

ば
法
華
経
と
説
き
を
か
せ
給
へ
ば
・
此
の
経
の
文
字
は
即
釈
迦

如
来
の
御
魂
な
り｣ (

『
御
書
』
１
３
４
６
頁)

（
５
）Louis, Fré dé ric, D

ictionnaire de la Civilisation Indienne, (Aylesbury, 
R

obert Laffont, 1987 ), p.679

（
６
）M

argaret Stutley and Jam
es Stutley, D

izionario dellʼInduism
o, 

(R
om

a, U
baldini, 1980 ), p.344

（
７
）Joel P. B

rereton, “ Lotus” , The Encyclopedia of Religion, ed. 
M

ircea Eliade, (N
ew

 York, M
acM

illan Publishing), v.9 , p.28

（
８
）
同
書 pp.29 -30

（
９
）「
仏
に
護
念
せ
ら
る
る
を
説
き
た
ま
う
」（
序
品
第
一
、『
法
華
経
』

75
〜
76
頁)
を
参
照
。
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（
10
）Stephan Schuhm

acher and G
ert W

oerner (ed.), The Encyclopeadia 
of Eastern Philosophy and Religion, (B

oston, Sham
bala, 

1994 ), pp.206 -207
（
11
）
仏
の
説
法
が
行
わ
れ
た
場
所
は
、
霊
鷲
山
（
前
霊
鷲
山
会
）、

宝
塔
（
虚
空
会
）、
そ
し
て
再
び
霊
鷲
山
（
後
霊
鷲
山
会
）
で

あ
る
。
仏
は
参
集
し
た
大
衆
を
虚
空
中
に
連
れ
て
行
く
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
二
処
三
会
と
い
う
。
前
霊
鷲
山
会
は
法
華
経
見

宝
塔
品
十
一
の
途
中
ま
で
、
虚
空
会
は
嘱
累
品
第
二
十
二
ま
で
、

後
霊
鷲
山
会
は
薬
王
菩
薩
本
事
品
第
二
十
三
か
ら
最
後
ま
で
と

な
る
。

（
12
）
前
掲 The Encyclopeadia of Eastern Philosophy and Religion, 

p.329

（
13
）
同
書 pp.277 -278

（
14
）
同
書 pp.39 -40

（
15
）｢

諸
仏
の
本
誓
願
は　

我
が
行
ず
る
所
の
仏
道
を 

普
く
衆
生
を

し
て 

亦
た
同
じ
く
此
の
道
を
得
し
め
ん
と
欲
す｣
（
方
便
品
第

二
、『
法
華
経
』
１
３
８
頁
）

（
16
）｢

爾
前
の
秋
冬
の
草
木
の
如
く
な
る
九
界
の
衆
生
・
法
華
経
の

妙
の
一
字
の
春
夏
の
日
輪
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
菩
提
心
の
華

さ
き
成
仏
往
生
の
菓
な
る｣

（『
御
書
』
９
４
４
頁
）、｢

我
が
身

に
も
・
さ
も
や
と
・
う
ち
を
ぼ
う
る
事
は
二
乗
作
仏
・
久
遠
実

成
な
る
べ
し｣

（『
御
書
』
１
９
１
頁
）

（
17
）
仏
法
の
三
身
説
は
仏
の
三
種
の
身
の
こ
と
。
法
身
以
外
に
報
身

と
応
身
が
あ
る
。
報
身
は
、
真
理
を
証
得
す
る
仏
身
の
栄
光

﹇
修
行
の
因
行
﹈と
、真
理
を
体
得
し
た
仏
身
の
至
福
の
喜
び﹇
修

行
の
果
報
﹈
を
い
う
。
応
身
は
、
苦
し
む
衆
生
を
救
済
す
る
た

め
に
応
現
す
る
仏
身
の
働
き
を
い
う
。
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る

イ
エ
ス
の
信
仰
と
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
と

の
類
似
点
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

（
18
）
漢
訳
と
日
本
語
訳
と
で
は
法
華
経
の
各
章
の
番
号
に
題
名
が
連

な
る
。（
鳩
摩
羅
什
訳
の
）法
華
経
は（
木
の
軸
に
巻
い
た
巻
物
）

８
巻
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
に
３
つ
な
い
し
４
つ
の
章
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
通
常
、
法
華
経
は
開
経
で
あ
る
無
量
義
経

と
結
経
で
あ
る
普
賢
経
と
と
も
に
一
組
で
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
を

天
台
大
師
は
法
華
三
部
経
と
呼
ん
だ
。

（
19
）「
故
に
伝
教
大
師
釈
し
て
云
く
「
今
経
は
譬
喩
多
し
と
雖
も
大

喩
は
是
れ
七
喩
な
り
此
の
七
喩
は
即
ち
法
体
・
法
体
は
即
ち
譬

喩
な
り
、
故
に
譬
喩
の
外
に
法
体
無
く
法
体
の
外
に
譬
喩
無
し
、

但
し
法
体
と
は
法
性
の
理
体
な
り
譬
喩
と
は
即
ち
妙
法
の
事
相

の
体
な
り
事
相
即
理
体
な
り
理
体
即
事
相
な
り
故
に
法
譬
一
体

と
は
云
う
な
り
、
是
を
以
て
論
文
山
家
の
釈
に
皆
蓮
華
を
釈
す

る
に
は
法
譬
並
べ
挙
ぐ
」
等
云
云
」（『
御
書
』
５
１
６
頁
）

（
20
）『
禁
書
目
録
』(Index Librorum

 Prohibitorum
) 

は
、
道
徳
的
に

〝
間
違
っ
た
〞
内
容
の
本
が
読
ま
れ
流
布
す
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
に
（
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
）
検
邪
聖
省
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
。
執
筆
活
動
を
行
う
人
々
の
自
己
抑
止
力
を
促
し

た
。

（
21
）
異
端
審
問
所
の
監
察
官
（
異
端
審
問
官
）
で
も
あ
っ
た
。

（
22
）G

. Villoslada, H
istòria de la Iglesia en España, (M

adrid, BA
C, 

1980 ), v.III-2 , p.276
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（
23
）E. Vilanova, H

istòria de la teologia cristiana v.II Pre-reform
a, 

reform
es, contrareform

a, (B
arcelona, H

erder, 1986 ), p.457

（
24
）M

elquiades A
ndré s M

artí n,  La teología española en el siglo 
XVI, (M

adrid, B
A

C
, 1977 ), v.II, p.111

（
25
）M

elquiades A
ndré s M

artí n, Los recogidos - N
ueva visión de 

la m
ística española (1500-1700), (M

adrid, FU
E, 1975 ), 

p.815  

及
び A

. L. C
ilveti, Introducción a la m

istica española, 
(M

adrid, C
á tedra, 1974 ), pp. 150 -151 , 169 -170

（
26
）
前
掲H

istòria de la teologia cristiana v.II Pre-reform
a, reform

es, 
contrareform

a, p.459　

（
27
）
年
齢
は
離
れ
て
い
た
が
〔
ヨ
ハ
ネ
が
27
年
後
に
誕
生
〕、
テ
レ

ジ
ア
は
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
を
自
ら
の
〝
霊
魂
の
父
〞
と
尊
敬
し

た
。

（
28
）『
霊
の
賛
歌
』
28
な
ど
。
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
『
霊
の
賛
歌
』、

ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
２
０
０
８
な
ど
を
参
照
。

（
29
）
方
便
品
第
二
、『
法
華
経
』
１
３
８
頁
・
１
行
な
ど

（
30
）
方
便
品
第
二
、『
法
華
経
』
１
２
４
頁
・
７
〜
11
行
、
１
３
９

頁
11
行
〜
１
４
３
頁
５
行

（
31
）
序
品
第
一
、『
法
華
経
』
１
０
５
頁

（
32
）
方
便
品
第
二
、『
法
華
経
』
１
３
３
頁

（
33
）
方
便
品
第
二
、『
法
華
経
』
１
２
１
〜
２
頁
。「
ジ
ャ
イ
ナ
教
が

教
祖
の
死
後
、
依
る
べ
き
典
拠
が
な
か
っ
た
た
め
に
分
裂
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
釈
尊
は
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
（
舎
利
弗
）

に
命
じ
て
、
仏
教
教
団
の
教
義
を
集
成
す
る
よ
う
に
さ
せ
て
い

た
、
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
」(

池
田
大
作
『
私
の
仏
教
観
』、

第
三
文
明
社
、
１
９
９
５
、
19
頁)

を
参
照
。

（
34
）
方
便
品
第
二
、『
法
華
経
』
１
２
２
頁

（
35
）
方
便
品
第
二
、『
法
華
経
』
１
３
８
頁

（
36
）
方
便
品
第
二
、『
法
華
経
』
１
２
１
頁

（
37
）
譬
喩
品
第
三
、『
法
華
経
』
１
９
４
頁
３
〜
12
行

（
38
）
譬
喩
品
第
三
、『
法
華
経
』
１
７
２
頁

（
39
）
譬
喩
品
第
三
、『
法
華
経
』
１
７
２
頁
１
行
〜
１
７
５
頁
３
行

（
40
）
譬
喩
品
第
三
、『
法
華
経
』
１
９
０
頁
12
行
〜
１
９
１
頁
２
行

（
41
）
信
解
品
第
四
、『
法
華
経
』
２
１
０
頁
４
行
〜
２
２
３
頁
10
行

（
42
）
信
解
品
第
四
、『
法
華
経
』
２
２
１
〜
３
頁

（
43
）M

ikio M
atsuoka, The B

uddhist Concept of the H
um

an Being: 
From

 the V
iew

point of the Philosophy of the Soka G
akkai, 

The Journal of O
riental Studies, v.15 , D

ecem
ber 2005 , p.52

（
松
岡
幹
夫「
仏
教
の
人
間
観

│
創
価
思
想
の
視
点
か
ら
」「
東

洋
学
術
研
究｣

第
43
巻
第
２
号
、
50
頁
）
を
参
照
。

（
44
）
化
城
喩
品
第
七
、『
法
華
経
』
３
２
１
頁

（
45
）
五
百
弟
子
受
記
品
第
八
、『
法
華
経
』
３
３
８
〜
９
頁

（
46
）
妙
荘
厳
王
本
事
品
第
二
十
七
、『
法
華
経
』
６
６
１
〜
２
頁

（
47
）
信
解
品
第
四
、『
法
華
経
』
２
２
０
頁

（
48
）
化
城
喩
品
第
七
、『
法
華
経
』
２
８
９
頁
２
〜
４
行

（
49
）
安
楽
行
品
第
十
四
、『
法
華
経
』
４
３
６
頁

（
50
）
薬
草
喩
品
第
五
、『
法
華
経
』
２
４
３
〜
４
頁

（
51
）
分
別
功
徳
品
第
十
七
、『
法
華
経
』
５
０
３
〜
５
頁

（
52
）
譬
喩
品
第
三
、『
法
華
経
』
１
９
７
〜
８
頁

（
53
）
法
師
品
第
十
、『
法
華
経
』
３
５
５
〜
６
頁
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（
54
）『
御
書
』
９
４
０
頁

（
55
）
ダ
ニ
エ
ル
・
ゴ
ー
ル
マ
ン
『
Ｅ
Ｑ　

こ
こ
ろ
の
知
能
指
数
』、

土
屋
京
子
訳
、
講
談
社
、
２
０
０
１
、
２
３
７
頁
を
参
照
。

（
56
）『
御
書
』
１
３
４
８
頁

（
57
）
提
婆
達
多
品
第
十
二
、『
法
華
経
』
４
０
６
頁

（
58
）
提
婆
達
多
品
第
十
二
、『
法
華
経
』
４
１
０
頁

（
59
）
勧
持
品
第
十
三
、『
法
華
経
』
４
１
２
〜
４
頁

（
60
）『
御
書
』
２
３
３
頁
。

（
61
）
分
別
功
徳
品
第
十
七
、『
法
華
経
』
５
０
８
〜
１
０
頁

（
62
）『
霊
の
賛
歌
』
の
Ｂ
版
に
つ
い
て
は
、
教
義
的
な
矛
盾
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、フ
ラ
ン
ス
の
評
釈
者
の
（
ジ
ャ
ン
・
）

バ
リ
ュ
ジ
と
モ
レ
ル
等
が
真
正
性
を
疑
っ
て
い
る
。
論
拠
と
し

て
３
つ
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
３
つ
の
霊
的
成
長

の
段
階
（
伝
統
的
三
分
法
）
に
お
い
て
、
初
心
者
、
進
歩
者
、

完
徳
者
と
い
う
初
作
（
Ａ
版
）
の
聖
人
ヨ
ハ
ネ
の
表
現
と
一
致

し
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
霊
的
婚
約
と
霊
的
婚
姻
の
順

序
が
Ｂ
版
で
は
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
最
後

の
５
つ
の
歌
の
註
解
の
相
違
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
Ａ
版
で
は

こ
の
世
に
つ
い
て
、
Ｂ
版
は
あ
の
世
（
死
後
あ
る
い
は
終
末
）

に
つ
い
て
の
区
分
原
理
が
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
他
の
評
釈
者
は
、
著
者
の
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
自
身
の
熟
考
や

新
体
験
に
基
づ
く
進
化
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
天

国
に
到
ら
ず
し
て
霊
的
頂
点
を
描
い
た
た
め
、
異
端
審
問
へ
の

懸
念
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
も
確
か
と
い
え
る
。
こ
の
論
議
は
、

特
に
神
秘
神
学
の
専
門
家
の
間
で
、
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
63
）｢

ど
こ
に
お
隠
れ
に
な
っ
た
の
で
す
か
？
／
愛
す
る
か
た
よ
、

私
を
と
り
残
し
て
、
嘆
く
に
ま
か
せ
て･･･

／
私
を
傷
つ
け
て

お
い
て
、
鹿
の
よ
う
に
、
／
あ
な
た
は
逃
げ
て
し
ま
わ
れ
ま
し

た
。
／
呼
び
な
が
ら
私
は
あ
な
た
を
追
っ
て
出
て
ゆ
き
ま
し
た
。

／
で
も
、
あ
な
た
は
、
も
う
、
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た｣

（「
霊

魂
と
天
の
花
む
こ
と
の
間
に
か
わ
さ
れ
る
歌
」、
前
掲
『
霊
の

賛
歌
』
19
頁
）

（
64
）『
愛
の
生
け
る
炎
』
２
、
１
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
『
愛
の
生
け

る
炎
』、
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
１
９
９
２
、
60
頁

（
65
）『
愛
の
生
け
る
炎
』
２
、
５
。
同
書
64
頁

（
66
）『
愛
の
生
け
る
炎
』
３
、
10
。
同
書
１
１
３
頁

（
67
）『
愛
の
生
け
る
炎
』
１
、
30
。
同
書
47
頁

（
68
）
前
掲
博
士
論
文 Lʼam

our et la connaissance au-dela de lʼego, 
p.616

（
69
）
同 p.623

（
70
）｢

あ
あ
、
あ
な
た
は
言
う
だ
ろ
う
、
も
し
理
性
が
明
白
に
理
解

す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
意
志
は
無
為
で
あ
り
愛
さ
な
い
で
あ

ろ
う
、
と
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
霊
的
な
道
に
お
い
て
は
常
に
避

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
。
そ
の
理
由
は
、
意

志
が
理
性
の
わ
か
る
こ
と
し
か
愛
せ
な
い
か
ら
だ
、
と
。
そ
れ

は
本
当
で
あ
る
。
殊
に
霊
魂
の
自
然
的
働
き
や
行
為
に
お
い
て

は
、
意
志
は
理
性
が
明
白
に
知
っ
て
い
る
こ
と
し
か
愛
さ
な
い

け
れ
ど
も
、
今
私
た
ち
が
話
し
て
い
る
観
想
に
お
い
て
は
、
前

述
の
よ
う
に
、
神
が
そ
の
観
想
を
通
じ
て
ご
自
分
の
方
か
ら
霊

魂
に
注
ぎ
入
れ
て
く
だ
さ
る
の
で
、
霊
魂
は
明
白
な
知
識
を
持
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つ
こ
と
も
、
ま
た
知
的
な
行
為
を
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
た
だ
一
つ
の
行
為
に
お
い
て
、
神
は
霊
魂
に
光
と

愛
と
を
同
時
に
お
与
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
、
こ
れ
は

愛
に
み
ち
た
超
自
然
的
知
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
物
を
暖
め
る

熱
い
光
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
光
は
同
時
に
熱
愛
す
る
光
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

光
は
理
性
に
と
っ
て
は
も
う
ろ
う
と
し
て
暗
黒
で
あ
る
。
そ
れ

は
観
想
の
光
で
あ
り
、
聖
デ
ィ
オ
ニ
ジ
オ
〔
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
〕

が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
理
性
に
対
す
る
闇
の
光
線
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
意
志
の
中
の
愛
も
ま
た
、
理
性
の
中
の
知
識
と

同
じ
様
態
の
も
の
で
あ
る
。
神
が
理
性
の
中
に
注
ぎ
入
れ
ら
れ

る
知
識
が
、
全
部
的
で
暗
い
も
の
で
、
な
ん
ら
明
白
な
知
解
を

も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
、
意
志
も
ま
た
理
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
な
ん
ら
か
の
明
白
な
対
象
を
、
愛
す
る
こ
と
な
し
に
全
部
的

に
愛
す
る
。
神
は
光
で
あ
る
愛
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
霊
魂
と

お
交
わ
り
に
な
る
時
、
理
性
と
意
志
と
の
二
つ
の
能
力
を
、
知

識
と
愛
に
よ
っ
て
同
時
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
世
に
お
い
て
は
、
神
は
可
知
的
な
御
者
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

前
述
の
よ
う
に
知
識
は
暗
黒
で
あ
る
。
同
様
に
意
志
の
中
の
愛

も
暗
黒
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
交
わ
り
に
お
い
て
、
神
は
こ

れ
ら
二
つ
の
能
力
の
う
ち
、
一
方
に
他
方
よ
り
よ
り
0

0

多
く
御
自

身
を
交
流
し
、
よ
り
0

0

多
く
こ
れ
を
傷
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
う
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
場
合
に
は
愛
よ
り
も
知
識
が
多

く
感
じ
ら
れ
、
他
の
場
合
に
は
知
識
よ
り
も
愛
が
多
く
感
じ
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
が
知
識
で

あ
っ
て
愛
が
少
し
も
感
じ
ら
れ
ず
、
ま
た
あ
る
時
は
す
べ
て
が

愛
で
あ
っ
て
、
知
識
が
少
し
も
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
霊
魂
が
理
性
を
も
っ
て
自
然

的
行
為
を
行
な
う
場
合
、
理
解
し
な
い
で
愛
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
け
れ
ど
も
、
今
私
た
ち
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
霊

魂
に
お
い
て
神
が
働
か
れ
注
が
れ
る
場
合
に
は
全
く
違
う
。
な

ぜ
な
ら
神
は
、
一
つ
の
能
力
に
交
流
し
、
他
の
能
力
に
は
交
流

し
な
い
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
理
性
が

何
も
理
解
し
な
く
て
も
、
神
は
そ
の
愛
熱
の
接
触
に
よ
っ
て
意

志
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
。
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
人
が
火
を
見
な
く
て
も
、
火
に
よ
っ
て
暖
め
ら
れ
る
の
と

同
様
で
あ
る｣

（『
愛
の
生
け
る
炎
』
３
、
49
。
前
掲
『
愛
の
生

け
る
炎
』、
１
４
９
〜
１
５
１
頁
）　

（
71
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
14
‐
15
、
12
〜
16
。
前
掲
『
霊
の
賛
歌
』
１

６
０
〜
４
頁
。

（
72
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
は
し
が
き
、１
：
26
、３
〜
４
・
13
。
前
掲
『
霊

の
賛
歌
』
16
頁
な
ど
。

（
73
）『
愛
の
生
け
る
炎
』
３
、
38
・
46
・
48
。
前
掲
『
愛
の
生
け
る
炎
』

１
４
８
頁
な
ど
、
お
よ
びK

. W
ojtyla, La foi selon Saint Jean 

de la C
roix (Paris, C

erf, 1980 ), pp. 183 -190

を
参
照
。

（
74
）「
わ
れ
わ
れ
は
理
解
す
る
こ
と
な
く
神
を
愛
し
ま
す
」（
前
掲
『
愛

の
生
け
る
炎
』
17
頁
）。
タ
ル
ソ
ス
の
パ
ウ
ロ
の
「
コ
リ
ン
ト

の
信
徒
へ
の
手
紙
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
で
あ
る
（「
コ
リ
ン

ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
」
13
章
）。

（
75
）『
愛
の
生
け
る
炎
』
３
、
50
。
前
掲
『
愛
の
生
け
る
炎
』
１
５
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１
頁
。

（
76
）
前
掲
博
士
論
文 

６
３
１
〜
２
頁
、
お
よ
び
『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ

26
、
８
：
27
、
５
。
前
掲
『
霊
の
賛
歌
』
２
６
０
・
２
７
１
頁
。

（
77
）
前
掲 Los recogidos - N

ueva visión de la m
istica española 

(1500-1700), p.643 , pp.648 -649

、
お
よ
びJosé  de Jesú s 

N
azareno, C

onocim
iento y am

or en la contem
plación según 

San Juan de la C
ruz, (R

evista de Espiritualidad, 8 , 1949 ), 
pp.71 -76

（
78
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
13
、
11
：
Ｂ
26
。
前
掲
『
霊
の
賛
歌
』
１
４

７
頁
、お
よ
び
『
暗
夜
』（
Ⅱ
12
、５
〜
７
：
Ⅱ
13
、３
）
の
「
こ

こ
で
結
び
合
わ
さ
れ
る
二
つ
の
能
力
の
、
す
な
わ
ち
、
悟
性
と

意
志
と
い
う
二
つ
の
能
力
の
、
一
致
を
伴
っ
た　

こ
の
愛
の
燃

焼
は
、
霊
魂
に
と
っ
て
は
偉
大
な
富
で
あ
り
喜
び
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
神
性
の
、
あ
る
種
の
接
触
で
あ
り
、
霊
魂
が

待
望
し
て
い
る
愛
の
一
致
の
完
成
へ
の　

第
一
歩
だ
か
ら
で
あ

る
」(

十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
『
暗
夜
』、
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
２

０
０
２
、
２
０
７
頁)

を
参
照
。

（
79
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
38
、
５
。
前
掲
『
霊
の
賛
歌
』
３
５
６
〜
７

頁

（
80
）
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
ロ
マ
ン
セ
﹇
詩
作
品
﹈
で
は
、
人
間
の
愛

と
三
位
一
体
の
神
の
愛
と
の
関
係
は
明
確
で
あ
る
。「
初
め
に

言
が
あ
っ
た
（In principio erat Verbum

）」（「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る

福
音
書
」
１
・
１
）、S. Juan de la C

ruz, O
bras com

pletas

（B
urgos, M

onte C
arm

elo, 1982 ), p.31

（
81
）「
以
後
霊
魂
は
彼
と
一
つ
に
な
り
、
あ
る
意
味
で
参
与
に
よ
っ

て
神
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
来
世
に
お
け
る
ほ
ど
の
完

全
さ
に
は
達
し
え
な
い
と
し
て
も
、
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、

霊
魂
は
神
の
影
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
、
霊
魂

は
こ
の
本
質
的
変
化
に
よ
っ
て
神
の
影
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

神
ご
自
身
が
霊
魂
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
、
そ
れ
と
同
じ
様
態

で
、
霊
魂
は
神
を
通
じ
て
神
に
お
い
て
行
な
う
の
で
あ
る
。
両

者
の
意
志
は
一
つ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
神
の
働
き
と
霊
魂

の
働
き
と
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
神
は
、
自
由
で
慈
悲
深
い

意
志
を
も
っ
て
ご
自
身
を
霊
魂
に
与
え
ら
れ
る
の
で
、
霊
魂
も

そ
の
意
志
が
自
由
で
寛
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
れ
だ
け
神
と

一
致
し
、
神
ご
自
身
を
神
に
献
げ
る
。
こ
れ
は
神
に
対
す
る
霊

魂
の
真
に
完
全
な
贈
り
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
霊
魂
は
神
が

真
に
自
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
神
ご
自
身
を
お
与
え
に
な
っ

た
そ
の
恩
恵
に
よ
っ
て
、
神
の
養
子
と
し
て
、
世
襲
的
な
所
有

と
権
利
を
も
っ
て
神
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の

よ
う
に
神
が
自
分
の
も
の
と
な
ら
れ
た
か
ら
に
は
、
自
分
の
欲

す
る
ま
ま
に
誰
に
で
も
与
え
た
り
譲
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
て
霊
魂
は
そ
れ
を
愛
す
る
方
に
献
げ
る
。
愛
す
る

方
と
は
、
霊
魂
に
ご
自
身
を
与
え
ら
れ
た
神
ご
自
身
の
こ
と
で
、

そ
れ
を
も
っ
て
霊
魂
は
、
神
に
対
す
る
負
債
を
全
部
返
済
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
霊
魂
が
神
か
ら
受
け
た
も
の
を
そ
っ
く
り
、
よ
ろ

こ
ん
で
神
に
献
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
」（『
愛
の
生
け
る
炎
』
３
、

78
。
前
掲
『
愛
の
生
け
る
炎
』
１
８
０
頁
）

（
82
）「
霊
魂
は
、
自
分
が
生
か
せ
て
い
る
肉
体
の
う
ち
に
お
い
て
よ

り
も
、
い
っ
そ
う
多
く
、
愛
の
対
象
で
あ
る
も
の
の
う
ち
に
生
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き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

霊
魂
は
肉
体
か
ら
生
命
を
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て

肉
体
に
生
命
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
霊
魂
自
身
は
、

愛
に
よ
っ
て
、
自
分
の
愛
す
る
も
の
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
神
を
愛
す
る
霊
魂
を
、
そ
の
愛
の
対

象
な
る
神
の
う
ち
に
生
か
せ
て
い
る
こ
の
愛
の
生
命
の
ほ
か

に
、
霊
魂
は
、
ま
た
、
他
の
す
べ
て
の
被
造
物
と
同
様
に
、
自

分
の
基
本
的
か
つ
自
然
的
生
命
を
神
か
ら
え
て
い
る
」（『
霊
の

賛
歌
』
Ｂ
８
、
３
。
前
掲
『
霊
の
賛
歌
』
１
０
０
〜
１
頁
）

（
83
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
１
、
３
〜
４
・
６
〜
11
：
11
、
２
お
よ
び
Ｂ
５
、

１
・
３
〜
４
：
７
、１
。
同
書
44
頁
、１
１
７
〜
１
２
８
頁
な
ど
。

（
84
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
１
、
６
〜
９
。
同
書
47
頁

（
85
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
11
、
３
。
同
書
１
１
８
頁

（
86
）『
霊
の
賛
歌
』Ｂ
25
、４
・
８
。
同
書
２
４
７
頁
な
ど
を
参
照
。「
神

は
奥
の
酒
蔵
に
現
存
す
る
（『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
26
、１
・
３
〜
５
）、

同
書
２
５
４
頁

（
87
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
１
、
17
・
19
。
同
書
56
〜
58
頁
。「
そ
れ
は
霊

魂
を
自
分
自
身
か
ら
出
し
て
、
神
の
な
か
に
は
い
ら
せ
て
く
れ

る
か
ら
」(

『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
１
、
19
）、
同
書
58
頁

（
88
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
１
、
21
〜
22
。
同
書
59
〜
61
頁

（
89
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
２
、
６
。
同
書
66
頁

（
90
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
６
、
２
・
４
：
７
、
１
〜
５
。
同
書
93
〜
94

頁
な
ど
を
参
照
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
愛
人
の
不
在
の
た
め

に
苦
し
む
三
つ
の
様
式
が
あ
る
と
推
論
す
る
。
そ
の
第
一
は
負

傷
、
第
二
は
深
傷
、
第
三
に
一
種
の
死
苦
。「
霊
魂
は
、
愛
が

自
分
を
殺
し
、
自
分
を
愛
に
変
化
さ
せ
て
、
愛
の
生
命
に
生
か

せ
る
ま
で
は
、
い
わ
ば
死
に
つ
つ
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
愛
に
よ
る
死
は
、
神
性
に
つ
い
て
の
至
高
の
知
識
が
霊
魂
に

触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
」

（
91
）「
そ
れ
ゆ
え
神
が
、
こ
の
世
で
、
あ
る
霊
魂
に
お
与
え
に
な
る

き
わ
め
て
大
き
な
恵
み
の
一
つ
は
、
神
に
つ
い
て
は
完
全
に
理

解
し
、
感
じ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
と
、
は
っ
き
り
わ
か
る

ほ
ど
、
神
の
崇
高
さ
を
明
ら
か
に
悟
ら
せ
、
か
つ
感
じ
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
天
国
で
神
を
見
る
者
ら
の

様
式
に
、
い
く
ら
か
似
て
い
る
か
ら
。
天
国
で
は
、
神
を
よ
り

よ
く
知
る
者
ほ
ど
、
自
分
に
は
ま
だ
知
る
べ
き
こ
と
が
無
限
に

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
悟
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

神
を
よ
り
少
な
く
見
る
者
ら
は
、
ま
だ
見
ず
に
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
、
多
く
見
る
者
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
悟
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
経
験
が
な
い
者
に
は
完
全
に
理
解
で
き

な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
経
験
す
る
霊
魂

は
、
自
分
が
強
く
感
じ
て
い
る
も
の
が
、
や
は
り
自
分
に
と
っ

て
未
知
の
こ
と
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
を
わ
か
る
の
で
、
そ

れ
を〝
私
の
知
ら
ぬ
何
か
し
ら
〞と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

理
解
で
き
な
い
こ
と
は
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
前
述
の
よ
う

に
、感
じ
る
こ
と
は
で
き
て
も
。
そ
れ
で
、霊
魂
は
、被
造
物
が
、

た
だ
口
ご
も
る
ば
か
り
だ
と
い
う
。
か
れ
ら
は
完
全
に
知
ら
せ

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。
口
ご
も
る
（
か
た
こ
と
を
い
う
）

と
は
幼
児
の
話
し
方
で
、
幼
児
は
い
う
べ
き
こ
と
を
正
確
に
い

い
表
わ
す
こ
と
も
、
ま
た
、
わ
か
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
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（『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
７
、
９
〜
10
。
同
書
97
〜
98
頁
）
を
参
照
。

（
92
）「
愛
の
病
気
が
、
こ
こ
で
霊
魂
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
愛
人

が
来
て
く
れ
て
、
そ
の
慕
わ
し
い
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
な

け
れ
ば
、
な
お
ら
ぬ
わ
け
は
、
そ
れ
が
他
の
病
気
と
は
異
な
る

性
質
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
治
療
法
も
当
然
、
異
な
る
か

ら
で
あ
る
。
普
通
の
病
気
の
場
合
に
は
、
正
当
な
哲
学
に
よ
る

と
、
相
反
に
相
反
を
も
っ
て
い
や
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
愛
は
、

愛
に
適
合
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
い
や
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
わ
け
は
、
霊
魂
の
健
康
は
神
の
愛
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
霊
魂
が
完
全
な
愛
を
有
し
な
い
と
き
、
完
全
な
健
康
を

も
っ
て
い
な
い
。
霊
魂
は
病
気
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
病
気
と

は
健
康
の
欠
如
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
。
そ
れ
で
、
霊
魂
の
愛

の
度
合
い
が
ゼ
ロ
な
ら
、
そ
の
霊
魂
は
死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
も
、
い
く
ら
か
の
度
合
の
愛
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
、

わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、
霊
魂
は
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
き
わ

め
て
弱
く
病
弱
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
愛
し
か
も
っ
て
い
な
い
の

だ
か
ら
。
愛
が
増
せ
ば
、
健
康
は
よ
く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て

完
全
な
愛
を
有
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
健
康
も
完
全
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
愛
は
、
愛
人
同
志
を
一
致
さ
せ
、
同
等

に
し
、
一
方
が
他
方
に
相
互
に
変
化
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
は
、

完
全
な
も
の
と
は
い
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
愛
は
完
全
な
健
康
に

達
す
る
の
で
あ
る
」（『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
11
、
11
〜
12
。
同
書
１

２
６
〜
７
頁
）
を
参
照
。

（
93
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
13
、
12
。
同
書
１
４
８
頁
。
ま
た
同
Ｂ
16
、

11
：
Ｂ
14
‐
15
、
29
も
参
照
。

（
94
）
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
言
葉
に
表
わ
せ
な
い
ほ
ど
の
霊
魂
内
の

照
明
に
つ
い
て
説
明
す
る
。「
さ
て
、
霊
魂
が
、
絶
え
ず
楽
し

ん
で
い
る
神
の
抱
擁
が
、
と
き
と
し
て
霊
魂
内
に
生
じ
る
光
栄

の
照
明
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
を
い
く
ら
か
で
も
、

わ
か
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
い
い
え
な
い
こ
と
を
感
じ

る
。
こ
の
照
明
と
は
神
が
霊
魂
の
ほ
う
に
お
向
き
に
な
る
こ
と
、

と
で
も
い
お
う
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
は
、
霊
魂
内
に
お
お
き

に
な
っ
た
富
と
愉
悦
の
深
淵
を
霊
魂
に
見
せ
、
か
つ
、
楽
し
ま

せ
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
太
陽
が
、

大
海
を
、
さ
ん
さ
ん
と
照
り
つ
け
て
深
底
の
く
ぼ
み
や
洞
穴
ま

で
も
照
ら
し
出
す
の
に
も
似
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
真
珠
と
か
、

黄
金
や
そ
の
他
の
貴
金
属
の
き
わ
め
て
豊
富
な
鉱
脈
が
、
あ
ら

わ
に
さ
れ
る
。
同
様
、
霊
魂
の
花
む
こ
な
る
神
的
太
陽
も
、
そ

の
花
よ
め
の
ほ
う
に
向
き
、
彼
女
が
も
っ
て
い
る
宝
を
明
る
み

に
出
さ
れ
る
の
で
、
天
使
た
ち
さ
え
感
嘆
の
あ
ま
り
、
雅
歌
に

し
る
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
叫
ん
で
い
う
。（
…
）も
う
何
も
の
も
、

彼
女
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
女
を
悩
ま
す
こ
と
も
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
、
造
ら
れ
た
い
っ
さ
い
の
も
の
か
ら
解
放

さ
れ
て
神
の
う
ち
に
深
く
は
い
り
、
こ
の
地
上
の
条
件
、
状
態

が
許
す
か
ぎ
り
完
全
な
平
安
を
享
有
し
、
純
粋
な
風
味
を
味
わ

い
、
ま
っ
た
き
愉
悦
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
」（『
霊

の
賛
歌
』
Ｂ
20
‐
21
、14
〜
15
。
同
書
２
１
８
〜
９
頁
）
を
参
照
。

（
95
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
14
‐
15
、
２
以
下
。
同
書
１
５
０
〜
１
７
５

頁
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（
96
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
14
‐
15
、
30
。
同
書
１
７
４
頁

（
97
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
20
‐
21
、
１
〜
２
。
同
書
２
０
５
〜
７
頁

（
98
）
神
と
一
致
し
た
霊
魂
の
孤
独
の
こ
と
で
あ
る
。「
も
は
や
他
の

媒
介
も
指
導
者
も
要
し
な
く
な
る
」(

『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
35
、１
。

同
書
３
２
８
〜
９
頁)

を
参
照
。

（
99
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
16
、
11
。
同
書
１
８
４
頁

（
100
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
20
‐
21
、
４
。
同
書
２
０
９
頁

（
101
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
26
、
11
。
同
書
２
６
１
頁

（
102
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
37
、
３
。
同
書
３
４
６
頁

（
103
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
39
、
３
〜
６
。
同
書
３
６
２
〜
６
頁

（
104
）「
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
の
愛
の
糸
が
両
者
、
す
な
わ
ち
、
神
と

霊
魂
と
を
あ
ま
り
に
も
強
く
捉
え
て
結
合
さ
せ
る
た
め
、
か
れ

ら
は
変
化
さ
れ
、
愛
に
よ
っ
て
一
と
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
本
質
に
お
い
て
、
か
れ
ら
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、

光
栄
と
様
相
に
お
い
て
は
、
霊
魂
は
神
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

神
は
霊
魂
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
」（『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ

31
、
１
。
同
書
３
０
１
頁
）
を
参
照
。

（
105
）『
霊
の
賛
歌
』
の
詩
に
基
づ
く
と
、
霊
魂
が
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
自
己
認
識
の
修
行
で
あ
り
、
被
造
物
に
つ
い
て

の
考
察
や
認
識
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
造
り
主
な
る
愛
人
の
認
識

へ
の
歩
み
で
あ
る（
Ｂ
４
、１
〜
３
。
同
書
78
〜
80
頁
）を
参
照
。

霊
魂
が
通
る
道
程
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
22
、
３(

同
書
２
２
４
〜

６
頁)

を
参
照
。

（
106
）「
神
秘
神
学
」。『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
39
、
12
（
同
書
３
７
０
頁
）

を
参
照
。

（
107
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
26
、
13
〜
14
。
同
書
２
６
２
〜
４
頁

（
108
）「
愛
の
力
と
激
し
さ
は
実
に
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
。
神
ご
自

身
を
捕
え
て
、
し
ば
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
だ
か
ら
。
愛
す
る
霊

魂
は
幸
で
あ
る
。
自
分
の
望
む
こ
と
全
て
に
服
す
る
捕
虜
と
し

て
神
を
所
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
神
は
実
に
こ
の
よ
う
な
性

質
を
も
っ
て
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
人
が
愛
に
よ
っ
て
神
を
捕

え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
人
は
な
ん
で
も
自
分
が

望
む
と
お
り
の
こ
と
を
神
に
行
な
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

し
か
し
、
他
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
、
た
と
え
極
端
な
こ
と

を
し
よ
う
と
も
、
神
に
語
る
こ
と
も
、
神
に
対
し
て
何
ひ
と
つ

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
る
に
愛
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
ひ

と
す
じ
の
髪
の
毛
で
神
を
し
ば
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」

（『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
32
、
１
。
同
書
３
０
８
〜
９
頁
）
を
参
照
。

（
109
）「
神
は
ご
自
分
以
外
に
何
も
愛
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
何
も
の
も

ご
自
分
以
下
に
お
愛
し
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て

を
ご
自
分
の
た
め
に
愛
さ
れ
、
ご
自
分
に
対
す
る
愛
が
、
す
べ

て
の
最
後
的
理
由
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
神
は
被
造
物
を

被
造
物
自
身
の
ゆ
え
に
愛
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
神
が

霊
魂
を
お
愛
し
に
な
る
と
は
、
こ
れ
を
い
わ
ば
、
ご
自
分
と
同

等
な
も
の
と
な
し
て
、
ご
自
分
の
う
ち
に
お
入
れ
に
な
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
神
は
霊
魂
を
ご
自
分
を
愛
さ
れ
る
そ
の
同

じ
愛
を
も
っ
て
、
ご
自
分
の
う
ち
で
、
ご
自
分
と
と
も
に
お
愛

し
に
な
る
の
で
あ
る
」（『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
32
、
６
。
同
書
３
１

３
頁
）
を
参
照
。

（
110
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
27
、
１
。
同
書
２
６
８
頁
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（
111
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
28
、
１
。
同
書
２
７
５
〜
６
頁

（
112
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
９
、
７
。
同
書
１
０
８
〜
９
頁

（
113
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
37
、
６
。
同
書
３
４
９
頁

（
114
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
29
、
３
。
同
書
２
８
３
〜
４
頁

（
115
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
23
、
１
。
同
書
２
３
０
〜
１
頁

（
116
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
24
、
５
〜
７
。
同
書
２
３
９
〜
４
２
頁

（
117
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
20
‐
21
、
11
。
同
書
２
１
５
〜
６
頁

（
118
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
24
、
８
。
同
書
２
４
２
〜
３
頁

（
119
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
25
、
１
〜
２
。
同
書
２
４
４
〜
６
頁
。

（
120
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
11
、
10
。
同
書
１
２
４
〜
６
頁

（
121
）『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
36
、
５
。
同
書
３
３
８
〜
９
頁

（
122
）
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
神
の
国
は
汝
等
の
衷
に
あ
り
』、
北
御

門
二
郎
訳
、
冬
樹
社
、
１
９
７
３

（
123
）The Journal of G

eorge Fox, John L. N
ickalls, ed., R

eligious 
Society of Friends, Philadelphia, 1997 , pp.8

（
124
）「
神
に
は
、
霊
魂
の
中
で
の
ご
自
分
の
目
覚
め
を
感
じ
さ
せ
る

多
く
の
な
さ
り
方
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
み
な
語
ろ
う
と
す
れ
ば

き
り
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
霊
魂
が
こ
こ
で
私
た
ち
に
わ

か
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
目
覚
め
は
、
神
の
御
子
か
ら
来
る
も

の
で
、
私
の
考
え
で
は
最
も
崇
高
な
も
の
で
あ
り
、
最
も
貴
重

な
利
益
を
霊
魂
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。「
み
こ
と
ば
」
が
、

霊
魂
の
実
体
の
中
で
生
じ
る
こ
の
目
覚
め
は
、
あ
ま
り
に
も
偉

大
で
威
厳
に
み
ち
、
光
栄
に
輝
き
、
最
も
深
い
内
奥
に
し
み
透

る
快
さ
を
伴
う
動
き
で
あ
る
の
で
、
霊
魂
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ

る
乳
香
と
世
界
中
の
花
が
交
り
合
っ
て
、
そ
の
芳
香
を
放
つ
た

め
に
動
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
世
界

中
の
す
べ
て
の
王
国
、
王
権
、
天
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
と
能
力
と

が
動
い
て
い
る
か
に
思
え
る
。
そ
れ
の
み
か
、
す
べ
て
の
被
造

物
の
徳
と
本
質
と
、
完
全
さ
と
美
し
さ
と
が
光
り
輝
き
、
完
全

な
調
和
の
う
ち
に
一
致
し
て
、
同
じ
動
き
を
生
じ
る
か
の
よ
う

に
思
え
る
。
そ
れ
は
聖
ヨ
ハ
ネ
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
万
物

は
彼
の
う
ち
に
生
命
が
あ
り
」（
ヨ
ハ
ネ
１
・
４
）、
使
徒
も
言

っ
て
い
る
よ
う
に
「
万
物
は
彼
に
お
い
て
生
き
、
動
き
、
か
つ

存
在
す
る
」（
使
徒
行
録
17
・
28
）
の
で
あ
る
か
ら
」（『
愛
の

生
け
る
炎
』４
、４
。
前
掲『
愛
の
生
け
る
炎
』１
９
１
〜
２
頁
）。

聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
こ
と
ば
「
私
の
神
よ
、
私
の
す
べ
て
よ
」

と
一
致
す
る
。『
霊
の
賛
歌
』
Ｂ
14
‐
15
、
４
〜
５
（
前
掲
『
霊

の
賛
歌
』
１
５
３
頁
）
を
参
照
。

（
125
）Jam

es W
. H

eisig, El gem
elo de Jesús - U

n alum
bram

iento al 
budism

o, (B
arcelona, H

erder, 2007 ) 

を
参
照
。

（Francesc Torradeflot Freixes

／
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
・
ユ
ネ
ス
コ
協
会

宗
教
間
対
話
局
長
、
同
ユ
ネ
ス
コ
協
会
宗
教
間
対
話
セ
ン
タ
ー
所
長
）

（
訳
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／
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訳
）


