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二
宮
由
美

は
じ
め
に

　

東
洋
哲
学
研
究
所
の
創
立
者
・
池
田
大
作
先
生
と
ブ
ル
ガ
リ

ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
博
士
の
初
対
談
は
、

一
九
九
九
年
に
日
本
語
版
『
美
し
き
獅
子
の
魂
』
と
し
て
、
そ

の
翌
年
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
版Духът

 на лъва

（「
獅
子
の
魂
」
の

意
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
両
氏
の
初
会
見
が
行
わ
れ
た
一
九

八
二
年
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
り
わ
け
ブ
ル
ガ
リ
ア
を
取
り
巻

く
環
境
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
し
て
き
た
。
実
際
に
ブ
ル

ガ
リ
ア
は
、
一
九
八
九
年
の
東
欧
の
民
主
化
に
伴
う
無
血
の
政

権
移
行
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
に
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
へ
の
正

式
加
盟
を
果
た
し
、
二
〇
一
八
年
前
半
に
は
Ｅ
Ｕ
の
議
長
国
に

ま
で
な
っ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
一
国
の
政
治
体
制
が
変
わ
っ

て
も
な
お
、
長
年
に
わ
た
っ
て
両
氏
の
対
話
が
続
け
ら
れ
て
き

た
点
で
あ
る
。
初
会
見
か
ら
三
十
五
年
を
経
て
、
二
回
目
の
対

談
（
新
・
対
談
と
も
）「
大
い
な
る
人
間
復
興
へ
の
目
覚
め
」い
が
、

『
東
洋
学
術
研
究
』
に
上
・
下
二
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
たう。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
博
士
が
一
貫
し
て
文
化
の
分

野
に
と
ど
ま
り
、
池
田
氏
が
人
間
を
軸
と
し
た
文
化
、
教
育
、
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思
想
の
重
要
性
を
深
く
認
識
し
て
き
た
賜
物
だ
と
い
え
よ
う
。

　

た
と
え
ば
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
政
権
移
行
後
の
一
九
九
〇
年
春

に
、
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
博
士
と
会
見
し
た
池
田
氏
は
、「
善
悪
一
如

な
れ
ば
一
心
福
と
は
云
う
な
り
所
謂
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
一
心

福
な
り
」え
と
い
う
日
蓮
の
法
華
経
講
義
「
御
義
口
伝
」
の
一
節

を
引
い
た
こ
と
が
あ
るお。
そ
し
て
新
・
対
談
に
お
い
て
、
今
度

は
ギ
リ
シ
ャ
教
父
の
マ
ク
シ
モ
ス
を
引
用
し
、「
あ
る
も
の
は

善
で
あ
り
あ
る
も
の
は
悪
で
あ
る
と
一
般
に
は
み
な
さ
れ
て
い

る
が
、
い
か
な
る
も
の
も
そ
れ
自
体
と
し
て
悪
な
の
で
は
な

い
。
か
え
っ
て
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
用
い
方
に
応
じ
て
、
そ
れ

ら
は
ま
さ
に
悪
な
る
も
の
な
い
し
善
な
る
も
の
と
し
て
見
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
」か
と
述
べ
た
。
そ
こ
か
ら
、
池
田
氏
が
長
年
に

わ
た
っ
て
人
間
に
視
座
を
据
え
、
思
想
的
に
通
底
す
る
部
分
を

行
き
来
し
て
き
た
様
子
が
う
か
が
え
る
の
だ
。

　

ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
博
士
は
、
一
九
八
二
年
の
出
会
い
か
ら
「
書
簡

に
よ
る
対
話
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
、
十
数
年
に
わ
た
っ
て
続
き

ま
し
た
。
こ
の
過
程
の
な
か
で
、
し
ば
し
ば
私
は
、
あ
る
ラ
テ

ン
語
の
こ
と
わ
ざ
を
思
い
起
こ
し
ま
し
た
。「
ア
ウ
デ
ィ
ア
ー

ト
ゥ
ル
・
エ
ト
・
ア
ル
テ
ラ
・
パ
ル
ス
」（A

udiatur et altera 

pars

、
他
者
の
声
に
耳
を
傾
け
よ
）
─
─
利
益
と
は
、
た
と
え

語
ら
い
で
の
視
点
が
す
れ
違
っ
た
と
し
て
も
、『
他
者
』
の
意

見
を
聴
き
な
が
ら
、
真
理
を
見
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
」き
と

記
し
て
い
る
。
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
博
士
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
、
異

な
る
宗
教
や
異
な
る
文
化
を
跨
ご
う
と
す
る
池
田
氏
か
ら
、
ま

さ
に
真
理
に
到
達
す
る
た
め
の
対
話
の
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
。

対
談
は
、
対
談
者
が
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
対
話
す
る
空
間
で
あ
る

と
同
時
に
、
読
者
が
対
談
を
受
け
て
思
索
す
る
場
で
も
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
宗
教
間
対
話
、
異
文
化
間
対
話
を
軸
と

す
る
池
田
・
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
対
談
に
よ
っ
て
、
思
索
す
る
読
者
す

な
わ
ち
筆
者
自
身
の
前
に
、
思
い
も
よ
ら
な
い
新
た
な
地
平
が

開
か
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
一
つ
が
、
人
間
を
い
か
に
捉
え
る

か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

池
田
氏
は
、
一
九
八
一
年
、「
東
西
融
合
の
緑
野
を
求
め
て
」

と
題
し
、ソ
フ
ィ
ア
大
学
で
記
念
講
演
を
行
っ
たく。
講
演
で
は
、

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
宗
教
間
対
話
の
接
点けを
探
る
た
め

に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
く
に
東
方
正
教
会
に
お
け
る
神
と
人
間
の

近
接
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ
た
。
神
と
人
間
の
関
係
を
考
え
る

と
き
に
重
要
と
な
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
解
釈
を
明
示
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し
た
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
（
三
二
五
年
）
と
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議

（
四
五
一
年
）
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
公
会
議
で
示

さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
捉
え
方
に
準
じ
た
か
た
ち
で
、
人
間
そ
の

も
の
の
捉
え
方
も
理
解
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
に
お
い
て
、神
の
子
で
あ
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
御
父
た
る
神
と
「
同ホ

モ

ウ

シ

オ

ス

一
本
体
の
も
の
」こ
だ

と
宣
言
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
エ
フ
ェ
ソ
ス
公
会
議
（
四
三
一
年
）

の
後
の
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
で
、「
キ
リ
ス
ト
は
神
か
人
か
」

と
の
問
い
が
提
起
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
は
神
性
と
人
性
の
両
方
を

有
す
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
たさ。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ア
タ
ナ

シ
オ
ス
（
二
九
六
─
三
七
三
年
頃
）
は
『
御
言
葉
の
受
肉
に
つ
い

て
』
の
な
か
で
、「〔
神
の
ロ
ゴ
ス
〕
が
人
と
な
っ
た
の
は
、
わ

れ
わ
れ
が
神
と
な
る
た
め
で
あ
っ
た
」し
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
神
の
子
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
受
肉
し
て
人
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
を
通
じ
て
、
人
は
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
神
に
似
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
の
可
能
性
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
対
談
の
な
か
で
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
博
士
が
論
じ
、
池

田
氏
が
仏
教
と
の
共
通
点
を
求
め
よ
う
と
し
た
東
方
正
教
会
の

お
も
な
特
徴
を
概
観
し
、
東
方
正
教
会
が
人
間
と
神
の
関
係

や
、
人
間
そ
の
も
の
を
い
か
に
捉
え
て
き
た
の
か
を
ま
と
め
て

み
た
い
。
そ
の
際
、
新
・
対
談
で
池
田
氏
が
引
用
し
た
ギ
リ
シ

ャ
教
父
、
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
（G

regorius 

N
yssenus 

三
三
五
─
九
五
年
頃
）
と
、
証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス

（M
axim

us C
onfessor 

五
八
〇
─
六
六
二
年
）
を
参
考
に
す
る
。

東
方
正
教
会
と
ヘ
シ
カ
ズ
ム

　

東
方
正
教
会
に
お
け
る
修
道
院
の
起
源
は
、
三
世
紀
末
に
エ

ジ
プ
ト
で
始
ま
っ
た
修
道
制
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
るす。
そ

れ
は
、「
独
り
の
」（μόνος

）
を
語
源
と
す
る
修
道
士
（μονακός

）

の
共
住
形
態
を
と
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、

独
り
修
行
す
る
隠
修
士
の
暮
ら
し
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
東

方
正
教
会
で
は
身
体
に
よ
る
体
験
が
重
視
さ
れ
、
修
行
を
積
ん

だ
長
老
の
も
と
に
弟
子
た
ち
が
集
ま
り
、
そ
の
体
験
が
伝
統
と

し
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
東
京
の
ニ
コ
ラ
イ
堂
司
祭
で
あ
る

パ
ウ
エ
ル
中
西
祐
一
氏
は
、
こ
の
長
老
と
弟
子
で
あ
る
修
道
士

と
の
伝
統
的
な
つ
な
が
り
が
、
現
在
で
も
東
方
正
教
会
の
な
か

で
た
し
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
中
西
司
祭

は
、
二
十
数
年
来
、
年
に
数
回
の
頻
度
で
ギ
リ
シ
ャ
の
聖
山
ア
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ト
ス
（
東
方
正
教
会
の
修
道
院
の
中
心
地
）
を
訪
れ
、
修
道
院
に

入
っ
て
は
長
老
の
指
導
を
も
と
に
生
活
を
送
っ
て
き
た
。
彼

は
、
長
老
か
ら
受
け
た
指
導
の
解
釈
は
自
分
自
身
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
長
老
は
、
中
西
司
祭
が
考
え
る
契
機
を
、
手
本

と
す
べ
き
行
動
を
通
し
て
体
験
的
に
黙
っ
て
示
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
長
老
が
彼
に
常
に
眼
差
し
を
向
け
、
祈
り
を
送
っ

て
い
た
こ
と
、
に
気
づ
い
た
と
い
うせ。
こ
う
し
て
長
老
と
弟
子

た
ち
の
伝
統
的
な
つ
な
が
り
が
継
承
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
共

住
修
道
制
が
発
展
を
と
げ
た
の
ち
も
、
隠
修
士
は
修
道
士
の
理

想
と
さ
れ
、
隠
修
士
に
対
し
て
高
い
敬
意
が
は
ら
わ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

東
方
正
教
会
の
修
道
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
が
、「
ヘ
シ

カ
ズ
ム
」（hesychasm

／исихазъм

）
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
四
世
紀
に
隠
修
生
活
を
営
ん
で
い
た
コ
プ
ト
の
砂
漠

の
師
父
た
ち
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、
東
方
正
教
会
で
は
霊
性

の
流
れ
の
昇
華
と
さ
れ
て
い
るそ。
Ｊ
・
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
は
、

ヘ
シ
カ
ズ
ム
の
特
徴
を
四
つ
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
番
目

と
し
て
「
隠
遁
主
義
、
黙
想
そ
し
て
〝
純
粋
な
祈
り
〟
を
も
と

に
し
た
キ
リ
ス
ト
教
修
道
生
活
で
あ
り
最
も
優
れ
た
理
論
」た
と

説
明
す
る
。

　

ヘ
シ
カ
ズ
ム
は
、
静
寂
を
意
味
す
る
ヘ
ー
シ
ュ
キ
ア

（ἡσυχία

）
を
語
源
と
し
、
絶
え
ざ
る
祈
り
に
よ
っ
て
神
の
光
（
マ

タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
十
七
章
の
タ
ボ
ル
山
で
の
キ
リ
ス
ト
の
変
容

の
際
の
光
）
を
観
る
と
い
う
修
道
を
根
本
に
し
て
い
る
。
そ
の

目
的
は
、
観
想
を
主
と
し
た
霊
的
修
行
に
よ
っ
て
、
神
と
の
一

致
の
う
ち
に
人
間
の
完
成
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
さ

れ
るち。

　

ヘ
シ
カ
ズ
ム
に
よ
る
修
行
は
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
ト
ス
山
で
も
盛

ん
に
行
わ
れ
、
十
四
世
紀
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
著
名
な
修
道
士
グ

レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
（
一
二
九
六
─
一
三
五
九
年
）
も
こ
の

修
行
に
専
念
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ヘ
シ
カ
ズ
ム
の
修
道

者
を
「
臍
に
霊
魂
の
あ
る
人
々
」つ
と
軽
蔑
し
、
非
難
し
た
の
が

イ
タ
リ
ア
・
カ
ラ
ブ
リ
ア
出
身
の
修
道
士
バ
ル
ラ
ア
ム
（
一
二

九
〇
─
一
三
四
八
年
）
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ラ
ア
ム
は
、
被
造
物
で

あ
る
人
間
が
超
越
し
た
神
を
認
識
す
る
こ
と
自
体
冒
瀆
だ
、
と

告
発
し
た
の
で
あ
る
。

　

ヘ
シ
カ
ズ
ム
の
正
当
性
を
弁
護
す
る
パ
ラ
マ
ス
と
そ
れ
を
糾

弾
す
る
バ
ル
ラ
ア
ム
は
、
互
い
に
書
簡
を
交
わ
し
、
問
答
を
試
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み
た
。
パ
ラ
マ
ス
は
『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た
め
の
弁

護
』て
を
著
し
、
ア
ト
ス
山
の
ヘ
シ
カ
ズ
ム
の
修
道
者
を
擁
護
し

た
。
彼
は
そ
の
著
作
の
中
で
、
神
の
う
ち
に
そ
の
本
質
（
ウ
ー

シ
ア
）
と
働
き
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
を
区
別
し
、
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト

は
絶
え
ざ
る
祈
り
に
よ
っ
て
後
者
の
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
認

識
す
る
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
神
の
本
質
た
る
ウ
ー
シ
ア
で

は
な
く
、
そ
こ
か
ら
発
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
光
と
し
て

観
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
の
交
わ
り
が
実
現
す
る
と
し
た
の

で
あ
ると。
パ
ラ
マ
ス
の
こ
の
主
張
は
大
論
争
を
引
き
起
こ
し
、

ビ
ザ
ン
チ
ン
宮
廷
を
も
巻
き
込
み
、
結
局
こ
こ
か
ら
約
十
年
に

わ
た
っ
て
ヘ
シ
カ
ズ
ム
論
争
が
続
く
こ
と
に
な
っ
たな。
そ
し

て
、
こ
の
パ
ラ
マ
ス
の
ヘ
シ
カ
ズ
ム
擁
護
理
論
は
、
一
三
五
一

年
の
主
教
会
議
で
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、
神
学
の
中
で
重
要
な
地
位
を
獲
得
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

で
は
、
同
じ
東
方
正
教
会
で
あ
り
な
が
ら
、
い
っ
た
い
な
ぜ

両
者
の
間
で
、「
主
の
祈
り
」
を
繰
り
返
す
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
を

め
ぐ
る
論
争
が
お
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
大
森
正

樹
は
、「
パ
ラ
マ
ス
に
と
っ
て
、
バ
ル
ラ
ア
ム
の
考
え
は
伝
統

的
な
正
教
会
の
も
の
と
は
異
質
な
も
の
」
で
あ
り
、「
論
争
者

の
一
方
が
イ
タ
リ
ア
出
身
の
学
僧
で
あ
っ
た
た
め
、
予
期
せ
ず

し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
考
え
方
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
え
方

が
こ
の
論
争
の
中
で
衝
突
」
し
、「
東
と
西
と
い
う
も
の
が
そ

こ
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
る
」に
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
両
者

に
よ
る
三
位
一
体
論
の
フ
ィ
リ
オ
ク
エ
（filioque

）ぬ
を
め
ぐ
る

論
争
で
は
、
バ
ル
ラ
ア
ム
が
西
方
（
教
会
）
寄
り
に
な
っ
て
い

た
た
め
、
パ
ラ
マ
ス
と
対
立
す
る
の
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
っ

た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
パ
ラ
マ
ス
と
バ
ル
ラ
ア
ム

に
よ
る
論
争
の
謎
を
理
解
す
る
う
え
で
の
助
け
と
な
る
。
こ
こ

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
背
景
が
異
な
る
た
め
に
、
同
じ
思

想
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
受
け
取
り
方
は
一
様
で
は
な
い
と
の

可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
異
文
化
間
対
話
に
つ
い

て
考
え
る
際
に
、
文
化
的
背
景
の
違
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
ハ

ー
ド
ル
を
い
か
に
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
一
つ
の

教
訓
と
も
な
ろ
う
。

「
純
粋
な
祈
り
」、
こ
こ
ろ
の
中
の
「
場
所
」

　

こ
こ
で
、
先
に
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
が
説
明
し
た
、
ヘ
シ
カ
ズ
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ム
の
〝
純
粋
な
祈
り
〟
と
は
何
な
の
か
、
少
し
考
え
て
み
た
い
。

シ
ナ
イ
派
の
ヘ
シ
カ
ズ
ム
を
代
表
す
る
七
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
教

父
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
（Ioannes K

lim
ax 

五
七
九
前
─

六
四
九
年
頃
）
は
、
そ
の
主
著
『
楽
園
へ
の
梯
子
』
の
な
か
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ヘ
ー
シ
ュ
キ
ア
は
、
や
む
こ
と
な
く
神
に
礼
拝
を
捧
げ
る

こ
と
で
あ
り
、〔
神
の
〕
か
た
わ
ら
に
坐
す
こ
と
で
あ
る
。

イ
エ
ス
を
思
い
出
す
こ
と
を
あ
な
た
の
呼
吸
と
一
つ
に
し

な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
ヘ
ー
シ
ュ
キ
ア
の
益
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。

個
人
的
な
意
志
は
、
従
順
な
人
に
と
っ
て
は
崩
壊
で
あ

る
。
ヘ
ー
シ
ュ
キ
ア
を
行
う
人
に
と
っ
て
は
、
祈
り
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
崩
壊
で
あ
る
。ね

　

ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
は
、「
イ
エ
ス
の
御
名
の
祈
り
」
と
さ
れ
る

「
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
神
の
子
、（
罪
人
な
る
）
わ
れ
を
憐

れ
み
給
え
」の
と
い
う
言
葉
を
絶
え
間
な
く
繰
り
返
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
神
の
光
を
観
じ
、
神
と
の
合
一
に
与
る
こ
と
を
目
指
し

た
。
祈
り
の
方
法
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
正
教
会
の
著
名
な
神
学

者
で
あ
る
Ｖ
・
ロ
ー
ス
キ
ィ
（V

ladim
ir N

ikolaevich Losskii

一
九
〇
三
─
五
八
年
）
は
、
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

神
秘
的
経
験
は
、
一
致
へ
の
途
と
不
可
分
で
あ
っ
て
、
念

禱
の
う
ち
で
祈
り
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
。
広
い
意

味
で
い
え
ば
、
人
が
神
の
面
前
に
た
た
ず
み
現
存
す
る
こ

と
は
み
な
祈
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
現
存
は

恒
常
的
で
自
覚
あ
る
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
祈
り

は
、
呼
吸
の
よ
う
に
心
臓
の
鼓
動
の
よ
う
に
な
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
に
は
あ
る
特
別
な
訓
練
、
祈
禱
の
術
、
霊
的

精
神
的
知
識
が
必
須
と
な
る
。は

　

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
隠
修
士
と
し
て
修
行
を
積
み
、
身

体
的
な
体
験
と
し
て
、
そ
の
域
に
達
し
た
師
父
の
も
と
に
弟
子

が
集
い
、
祈
り
の
技
法
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　

続
け
て
ロ
ー
ス
キ
ィ
は
、
ヘ
シ
カ
ス
ト
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

内
面
的
な
祈
り
を
重
視
す
る
理
由
を
、
フ
ェ
オ
フ
ァ
ン
主
教
の

言
葉
を
引
き
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。
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恩
恵
の
火
が
探
し
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
火
は
こ
こ
ろ
の

中
に
入
り
こ
ん
で
き
ま
す
…
…
神
の
こ
の
火
花
が
こ
こ
ろ

に
入
る
と
す
ぐ
に
、
イ
エ
ス
ス
の
祈
り
に
よ
っ
て
め
ら
め

ら
と
燃
え
、
炎
に
変
容
し
ま
す
。（
中
略
）
念
禱
の
最
中

に
と
る
身
体
の
姿
勢
や
話
し
言
葉
は
二
次
的
な
意
味
し
か

も
ち
ま
せ
ん
。
神
が
眼
差
し
を
注
ぐ
の
は
人
の
こ
こ
ろ
な

の
で
す
。ひ

　

こ
こ
で
は
、「
恩
恵
の
火
」
が
入
る
場
所
が
人
の
「
こ
こ
ろ

の
中
」
に
重
ね
ら
れ
、
火
は
火
花
と
な
っ
て
こ
こ
ろ
に
入
り
、

「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
に
よ
っ
て
炎
に
な
る
、
と
比
喩
的
に
表
現

さ
れ
る
。
神
が
注
視
し
て
い
る
の
は
「
人
の
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
東
方
固
有
の
霊
的
念
禱
の
主
眼
は
、
絶
え
ず
内

面
的
純
粋
さ
に
目
覚
め
な
が
ら
、
恩
恵
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
が
包

ま
れ
る
よ
う
に
場
所
を
開
け
る
こ
と
」ふ
で
あ
る
と
ロ
ー
ス
キ
ィ

は
述
べ
る
。
絶
え
間
な
い
祈
り
を
通
し
て
、
そ
の
純
粋
さ
に
よ

っ
て
、
神
の
恩
恵
が
降
り
て
く
る
場
所
を
人
間
の
内
面
に
つ
く

り
だ
す
こ
と
─
─
そ
れ
こ
そ
が
、
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
が
指
摘
し

た
ヘ
シ
カ
ズ
ム
の
〝
純
粋
な
祈
り
〟
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
が
『
楽
園
へ

の
梯
子
』
の
第
二
七
講
話
の
文
末
で
、「
王
の
力
は
富
と
民
衆

で
あ
る
。
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
力
は
祈
り
の
量
で
あ
る
」へ
と
結
ん

で
い
る
通
り
、
ヘ
シ
カ
ズ
ム
の
な
か
で
い
か
に
祈
り
が
重
要
で

あ
る
か
が
読
み
取
れ
る
。

　

で
は
、
こ
の
「
人
の
こ
こ
ろ
の
中
に
あ
る
恩
恵
の
火
が
入
っ

た
場
所
」
あ
る
い
は
「
恩
恵
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
が
包
ま
れ
る
よ

う
に
開
け
ら
れ
た
場
所
」
は
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

た
の
か
。
こ
の
場
合
、
神
に
よ
っ
て
「
恩
恵
の
火
が
入
り
」
ま

た
は
神
の
「
恩
恵
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
が
包
ま
れ
る
」
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
は
神
の
一
部
あ
る
い
は
神
性
が
宿
る
と
こ
ろ
と
理

解
で
き
る
。

　

こ
の
場
所
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
パ
ラ
マ
ス
は
『
聖
な
る
ヘ

シ
ュ
カ
ス
ト
の
た
め
の
弁
護
』
第
一
部
第
三
問
の
な
か
で
、
こ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
お
、
比
べ
る
も
の
な
き
不
思
議
の
過
剰
さ
よ
─
─
、
人

間
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
〔
人
性
〕
に
も
一
致
し
、
そ
の
聖

な
る
身
体
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
じ
る
者
の
お
の
お
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の
に
自
ら
を
交
わ
ら
せ
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
と
一
つ
の
身
体

と
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
神
性
全
体
の
神
殿
と
す
るほ

　

こ
こ
で
は
、
神
に
与
っ
た
恩
恵
が
あ
る
「
人
の
こ
こ
ろ
」
と

し
て
の
場
所
が
、「
神
殿
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
は
、『
愛
に
つ
い
て
の
四
〇
〇
の
断
章
』
第

一
の
一
〇
〇
の
断
章
の
な
か
で
、「
自
分
が
主
の
宮
（νάος 

Кυρίου

）」ま
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

　

パ
ラ
マ
ス
の
「
神
殿
」
と
証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
の
「
宮
」
に

対
し
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
同
じναός
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。G

reek-English Lexicon
に
よ
る
と
、

ναός

は
「
神
殿
の
最
も
奥
の
場
所
、
神
の
像
が
置
か
れ
た
聖
堂
」

（inm
ost part of a tem

ple, shrine containing the im
age of the god

）

と
説
明
さ
れ
て
い
るみ。
新
約
聖
書
に
は
、「
神
の
住
ま
い
」（
コ

リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
Ⅰ
、
三
─
一
六
）
と
の
表
現
も
見
ら

れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
谷
隆
一
郎
が
「
マ
ク
シ
モ
ス
が
先
行

の
教
父
た
ち
と
一
致
し
て
語
り
告
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

（
中
略
）
透
明
な
祈
り
と
謙
遜
と
の
境
地
に
導
か
れ
る
と
き
、

魂
そ
れ
自
身
が
無
限
な
る
神
性
の
働
く
場
と
な
り
、
聖
霊
の
宮

と
も
な
る
」む
と
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
純
粋
な
絶
え
ざ
る
祈

り
に
よ
っ
て
神
性
が
働
く
人
の
こ
こ
ろ
の
「
場
」
を
、「
神
殿
」

あ
る
い
は
「
宮
」
と
表
現
す
る
こ
と
自
体
が
、
人
間
に
内
在
す

る
尊
い
何
か
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え

方
は
、
人
間
を
本
来
罪
深
い
被
造
物
と
す
る
考
え
方
と
は
対
極

に
あ
る
。
東
方
正
教
会
に
お
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
人
間
を
肯

定
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
るめ。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ヘ
シ
カ
ズ
ム
を
弁
護
し
た
グ
レ
ゴ

リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
日
本
の
仏
教

僧
・
日
蓮
（
一
二
二
二
─
八
二
年
）
に
注
目
し
た
い
。
日
蓮
は
、

信
徒
で
あ
っ
た
阿
仏
房
に
対
す
る
書
簡もの
な
か
で
、「
宝
塔
」

と
い
う
言
葉
を
十
八
回
用
い
た
。
そ
れ
は
、「
己
心
の
宝
塔
」、

「
我
が
身
宝
塔
に
し
て
」、「
阿
仏
房
さ
な
が
ら
宝
塔
・
宝
塔
さ

な
が
ら
阿
仏
房
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
の
こ
こ
ろ
の
中
の
宝
塔

と
い
う
意
味
合
い
で
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
宝
塔
」
は
、
法
華
経
第
十
一
章
に
あ
る
七
宝
の
宝
塔

す
な
わ
ち
、
金
、
銀
、
瑠る

璃り

、
硨し
ゃ

磲こ

、
瑪め

瑙の
う

、
真
珠
、
玫ま
い

瑰え

に
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よ
っ
て
装
飾
さ
れ
た
塔
に
由
来
す
る
。
日
蓮
は
、
七
宝
が
施
さ

れ
た
「
宝
塔
」
の
よ
う
な
輝
か
し
い
何
か
が
、
人
の
こ
こ
ろ
の

中
に
あ
る
と
信
徒
に
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
指

摘
し
た
、
人
が
純
粋
な
祈
り
に
よ
っ
て
、
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア

に
与
る
場
所
と
さ
れ
る
「
神
殿
」「
宮
」
と
相
通
じ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

人
間
の
働
き
、
他
者
と
の
交
わ
り

　

ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
、「
神
に
向
か
う
人
間
の
一

致
の
道
行
き
」や
を
述
語
化
し
、「
無
限
者
と
一
致
し
ゆ
く
霊
魂
」

「
神
と
人
と
の
あ
い
だ
の
無
限
な
距
離
に
も
と
づ
く
分
有
的
一

致
、
ペ
ル
ソ
ナ
的
交
流
」ゆ
を
示
し
た
と
さ
れ
て
い
るよ。
十
四
世

紀
に
ヘ
シ
カ
ズ
ム
論
争
で
勝
利
を
収
め
た
パ
ラ
マ
ス
が
用
い
た

理
論
は
、
こ
の
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
す
で
に
説
い
た

そ
れ
で
あ
っ
た
。
新
・
対
談
で
、
池
田
氏
は
「
自
分
自
身
を
よ

く
治
め
る
が
よ
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
言

葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
、
善
や
悪
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
つ
ね
に
、
善
い
方
向
に
も
、
悪
い
方
向
に
も
行
く
可

能
性
を
も
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
行
く
か
は
、
自
分
の

「
自
由
・
意
志
、
自
由
な
る
択
び
（
プ
ロ
ア
イ
レ
シ
ス
）」

に
か
か
っ
て
い
る
。
責
任
は
、
神
で
は
な
く
、
自
分
に
あ

る
、
と
い
う
の
で
すら。

　

こ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
日
蓮
と
マ
ク
シ
モ
ス
の
「
善
で
あ

り
悪
で
あ
る
」
と
の
言
葉
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
神
で
は
な
く
人
間
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
力
点
を
お

い
た
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に

よ
る
人
間
の
見
方
つ
い
て
、谷
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
い
て
は
、
ア
レ
テ
ー
は

ま
ず
は
、
無
限
な
る
善
（
神
）
へ
と
ど
こ
ま
で
も
開
か
れ

た
「
動
的
か
た
ち
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。（
中
略
）

ア
レ
テ
ー
の
成
立
に
は
、
神
的
な
働
き
（
恵
み
）
に
対
す

る
自
由
・
意
志
に
よ
る
応
答
が
、
不
可
欠
の
契
機
と
し
て

介
在
し
て
い
る
の
で
あ
るり。
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谷
に
よ
れ
ば
、
ア
レ
テ
ー
す
な
わ
ち
徳
の
成
立
に
お
い
て
、

神
的
な
働
き
と
、
そ
れ
に
対
す
る
自
由
・
意
志
に
よ
る
応
答
、

と
い
う
人
間
的
働
き
は
協
働
関
係
に
あ
る
。
も
は
や
、
神
か
ら

の
一
方
的
な
働
き
だ
け
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
考
え
は
、
新
・
対
談
で

引
用
さ
れ
た
も
う
一
人
の
教
父
で
あ
る
証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
に

よ
っ
て
継
承
さ
れ
発
展
し
て
い
く
。
マ
ク
シ
モ
ス
に
よ
れ
ば
、

神
の
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
は
徳
に
よ
っ

て
神
と
一
体
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

神
学
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
神
自
身
の
本
質
を
探
索

し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
的
な
精

神
も
他
の
被
造
物
の
精
神
も
、
端
的
に
神
そ
の
も
の
の
本

質
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
二
─

二
七
）る　

た
だ
、
神
は
徳
あ
る
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
意
志
に
よ
っ

て
神
と
一
体
と
な
っ
た
者
と
し
て
栄
光
を
与
え
る
の
だ

が
、
邪
悪
な
者
に
対
し
て
は
、
神
の
善
性
（άγαϑότηϛ

）

に
よ
っ
て
憐
れ
み
を
垂
れ
、
こ
の
生
に
お
い
て
彼
を
教
育

し
つ
つ
回
心
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。（
一
─
二
五
）れ　

　

さ
ら
に
マ
ク
シ
モ
ス
は
、
情
念
と
い
う
悪
霊
に
よ
っ
て
人
は

罪
と
い
う
意
識
に
至
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
述
べ
、
人
間
の
精
神

が
聖
な
る
場
所
で
あ
り
神
の
宮
で
あ
る
と
教
説
し
て
い
く
。

魂
に
生
じ
た
情
念
か
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
悪
霊
は
わ
れ
わ
れ

の
内
に
情
念
に
満
ち
た
思
い
を
か
き
立
て
る
き
っ
か
け
を

得
る
。
す
な
わ
ち
悪
霊
は
そ
う
し
た
思
い
を
通
し
て
精
神

に
闘
い
を
し
か
け
、
罪
へ
の
同
意
に
ま
で
無
理
に
で
も
連

れ
ゆ
こ
う
と
す
る
の
だ
。（
中
略
）
こ
れ
に
つ
い
て
主
は

次
の
よ
う
に
言
う
、「
憎
む
べ
き
破
壊
者
が
聖
な
る
場
所

に
立
つ
の
を
見
た
と
き
に
は
、
読
む
者
は
悟
れ
」〔
マ
タ

二
四
：
一
五
〕
と
。
人
間
の
精
神
は
聖
な
る
場
所
で
あ
り
、

神
の
宮
（ναός Θ

εοῦ

）
で
あ
る
。
が
、
悪
霊
と
い
う
も
の
は
、

情
念
に
満
ち
た
思
い
を
通
し
て
精
神
を
荒
廃
さ
せ
、
精
神

の
内
に
罪
の
偶
像
を
据
え
る
の
だ
。（
二
─
三
一
）ろ　
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池
田
氏
は
対
談
の
な
か
で
、
マ
ク
シ
モ
ス
の
『
愛
に
つ
い
て

の
四
〇
〇
の
断
章
』
か
ら
「
神
を
愛
す
る
人
は
、
ま
た
確
か
に

隣
人
を
も
愛
す
る
で
あ
ろ
う
」わ
と
の
言
葉
を
引
用
し
、「
ギ
リ

シ
ャ
教
父
た
ち
の
、
こ
う
し
た
教
え
は
、
自
己
の
向
上
と
他
者

へ
の
愛
と
い
う
、
人
間
と
し
て
の
善
い
生
き
方
を
促
し
て
き
た

と
思
わ
れ
」
る
と
述
べ
たを。
池
田
氏
は
隣
人
を
他
者
と
捉
え
直

し
、
他
者
と
関
わ
り
愛
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
を
人
間
の
善
き
生
き

方
と
し
て
示
し
た
。
ま
さ
に
マ
ク
シ
モ
ス
が
、
キ
リ
ス
ト
へ
の

愛
を
獲
得
す
る
た
め
に
「
隣
人
に
対
し
て
秩
序
あ
る
善
き
業
を

な
す
こ
と
」（
一
─
四
〇
）
と
「
人
の
た
め
に
常
に
善
き
こ
と
を

思
う
」（
一
─
四
二
）
こ
と
を
説
い
た
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

他
者
と
の
関
わ
り
自
体
に
、
人
間
の
完
成
へ
の
道
行
き
が
示
さ

れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
だ
。

　

マ
ク
シ
モ
ス
は
純
粋
な
祈
り
の
重
要
性
を
説
き
な
が
ら
、

「
純
粋
な
祈
り
に
よ
っ
て
こ
そ
精
神
は
神
へ
と
は
ば
た
く
翼
を

得
」
る
と
し
て
い
るが。
そ
の
結
果
、
人
間
は
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ

ア
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
。
谷
は
、
マ
ク
シ
モ
ス
に
お
け
る
他

者
と
の
関
わ
り
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ア
レ
テ
ー（
魂
・
人
間
の
善
き
か
た
ち
、
徳
）
の
形
成
は
、（
中

略
）
実
際
に
は
、
広
義
の
他
者
と
の
関
わ
り
を
介
し
、
そ

れ
を
場
と
し
て
生
起
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。（
マ
ク
シ
モ
ス

に
よ
れ
ば
）「
善
き
わ
ざ
を
受
け
る
べ
き
隣
人
・
他
者
」
に

お
い
て
こ
そ
、
神
の
働
き
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
が
具
現
化

（
身
体
化
）
し
現
成
し
て
く
る
。（
中
略
）
ま
た
他
方
、
す

べ
て
の
他
者
に
対
し
て
善
く
為
し
う
る
人
も
、
神
の
善
き

エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
受
容
し
て
い
る
限
り
で
「
恵
み
と
分
有

に
よ
っ
て
神
な
の
だ
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
小
さ

い
者
（
貧
し
い
者
）
の
一
人
に
「
善
く
為
し
う
る
人
」
の

う
ち
に
は
、
神
的
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
が
宿
さ
れ
、
具
体
的
に

生
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
るぎ。

　

純
粋
な
祈
り
に
よ
っ
て
、
人
間
の
な
か
に
神
の
働
く
「
場
」

が
で
き
る
こ
と
に
加
え
て
、
実
際
に
は
他
者
と
の
関
わ
り
に
よ

っ
て
、
神
の
善
き
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
を
受
容
す
る
「
場
」
が
あ
る

こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
谷
は
こ
う
論
じ
る
。
マ
ク
シ
モ
ス

に
お
い
て
「
ア
レ
テ
ー
と
は
、
い
わ
ば
一
性
（
善
性
）
の
度
合

の
高
ま
っ
た
姿
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。（
中
略
）
神
に
よ
る
世
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界
創
造
の
意
図
を
、
人
間
が
自
由
・
意
志
を
善
く
働
か
せ
て
具

体
化
（
身
体
化
）
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
」ぐ
だ
と
。
神
に
よ
る
世
界

創
造
の
意
図
は
、
人
間
の
働
き
や
わ
ざ
を
介
し
て
な
さ
れ
る
。

マ
ク
シ
モ
ス
に
と
っ
て
の
人
間
は
、
谷
の
い
う
「
自
然
・
本
性

的
な
紐
帯
」げ、
す
な
わ
ち
結
び
目
と
し
て
世
界
の
す
べ
て
の
も

の
を
結
び
つ
け
、
全
一
的
な
か
た
ち
へ
促
す
役
割
を
果
た
す
存

在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

む
す
び
に

　

池
田
氏
と
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
博
士
の
対
話
は
、
初
会
見
以
降
、
三

十
五
年
以
上
に
わ
た
り
断
続
的
に
続
い
た
。
そ
の
文
明
間
対

話
、
宗
教
間
対
話
は
、
私
た
ち
読
者
に
思
い
も
よ
ら
な
い
地
平

線
を
開
い
て
く
れ
た
。
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
た
し
か
に

多
神
教
的
側
面
と
一
神
教
的
側
面
の
違
い
は
あ
る
。
し
か
し
、

対
談
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
二
つ
の

宗
教
の
間
に
相
通
じ
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
本
稿
で
は
、
仏
教
と
の
共
通
点
を
探
る
た
め
の
手
が
か
り

と
し
て
、
東
方
正
教
会
の
人
間
と
神
の
関
係
や
、
人
間
そ
の
も

の
の
捉
え
方
と
い
う
視
点
で
、
ギ
リ
シ
ャ
教
父
た
ち
の
考
え
を

ま
と
め
て
み
た
。

　

東
方
正
教
会
に
お
い
て
は
、
砂
漠
の
隠
修
士
た
ち
か
ら
始
ま

っ
た
〝
純
粋
な
祈
り
〟
に
よ
る
修
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

神
と
の
合
一
は
、
す
な
わ
ち
人
間
の
こ
こ
ろ
の
中
に
「
恩
恵
の

火
」
に
与
る
「
場
所
」
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
そ
し
て

人
間
の
こ
こ
ろ
の
中
に
あ
る
そ
の
「
場
所
」
は
、
パ
ラ
マ
ス
の

い
う
「（
神
性
全
体
の
）
神
殿
」
で
あ
り
、
マ
ク
シ
モ
ス
の
い
う

「（
神
性
の
働
く
場
と
な
り
、
聖
霊
の
）
宮
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
解
釈
す
る
東
方
正
教
会
は
、
神
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間

を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
く
。

　

ま
た
、
他
者
と
の
交
わ
り
に
お
い
て
、
人
間
に
よ
る
善
き
わ

ざ
に
よ
っ
て
、
神
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
が
具
現
化
す
る
こ
と
を
説

く
。
神
の
子
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
受
肉
し
て
人
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
人
は
神
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
神
に
似
る
こ
と
が
で

き
る
と
の
、
肯
定
的
な
人
間
観
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
神
か
ら
人
間
へ
の
一
方
的
な
関
係
だ
け
で
な
く
、
神
に

よ
る
被
造
物
で
あ
る
人
間
か
ら
神
へ
と
向
か
う
関
係
を
も
想
定

し
て
い
る
点
で
、
東
方
正
教
会
は
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
開
か

れ
た
人
間
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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注（
１
）	

東
方
キ
リ
ス
ト
教
と
は
広
い
概
念
で
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教

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

に
対
置
さ
れ
る
も
の
。
東
西
両
教
会
分
裂
（
一
〇
五
四
年
）

の
一
方
の
ビ
ザ
ン
ツ
教
会
を
さ
す
。
東
方
キ
リ
ス
ト
教
は
、

ギ
リ
シ
ャ
正
教
な
ど
東
方
正
教
会
と
そ
の
他
の
東
方
諸
教
会

を
含
む
も
の
で
あ
る
。
東
方
正
教
会
と
は
「
カ
ル
ケ
ド
ン
信

条
」（
四
五
一
年
）
に
提
示
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
に
人
性

と
神
性
を
認
め
る
両
性
説
を
と
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
同

じ
教
義
と
典
礼
を
共
有
す
る
諸
教
会
の
連
合
体
を
さ
す
。
正

教
と
は
ギ
リ
シ
ャ
語orthodoxia

か
ら
き
て
お
り
、
正
統
な

（orthos

）
教
え
（doxa
）
を
意
味
す
る
。

（
２
）	

ブ
ル
ガ
リ
ア
語
で
は
、В

ъзраж
дането на Човека

（
人
間

の
復
興
）
と
な
る
。「
復
興
」
は
精
神
性
と
人
間
性
の
両
方
を

含
む
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
、
定
冠
詞
形
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）	

『
東
洋
学
術
研
究
』
第
五
十
六
巻
第
一
号
、
同
二
号
、
二
〇

一
七
年
。The Journal of O

riental Studies 27 &
 28.

（
４
）	

『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
創
価
学
会
、
二
〇
一
二
年
、
七

九
〇
頁
。

（
５
）	

『
民
衆
こ
そ
王
者　

池
田
大
作
と
そ
の
時
代
11　

先
駆
者
た

ち
─
─
ド
イ
ツ
篇
』
潮
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
一
四
一
─

一
四
二
頁
。

（
６
）	

証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
『
愛
に
つ
い
て
の
四
〇
〇
の
断
章
』、

『
中
世
思
想
原
典
集
成
３　

後
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
・
ビ
ザ
ン

テ
ィ
ン
思
想
』
谷
隆
一
郎
訳
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所

編
訳
・
監
修
、
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
、
五
八
一
頁
。

（
７
）	

「
池
田
先
生
と
い
う
人
格
に
出
会
え
た
『
運
命
と
幸
運
』」
聖

教
新
聞
、
二
〇
一
八
年
二
月
一
日
付
。

（
８
）	

池
田
大
作
「
ソ
フ
ィ
ア
大
学
記
念
講
演　

東
西
融
合
の
緑
野

を
求
め
て
」『
創
立
者
の
語
ら
い　

記
念
講
演
篇
［
Ⅰ
］』
創

価
大
学
学
生
自
治
会
編
、
一
九
八
四
年
、
五
五
─
六
六
頁
。

（
９
）	

こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
を
参
照
。
中
村
元
『
イ
ン
ド
と
西
洋

の
思
想
交
流　
［
決
定
版
］
中
村
元
選
集 

第
19
巻
』
春
秋
社
、

一
九
九
八
年
、
三
五
二
─
三
六
六
頁
。
第
一
編
第
四
章
八
の

（
二
）
物
語
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ャ
の
仏
陀
伝
説
「
バ
ル
ラ
ー

ム
と
ヨ
サ
フ
ァ
ー
ト
の
物
語
」
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い

る
。（
三
）
ヘ
ー
シ
ュ
カ
ス
テ
ー
ス
派
の
祈
禱
と
ヨ
ー
ガ
、

に
お
い
て
は
修
道
士
の
生
活
法
と
イ
エ
ス
の
祈
禱
の
実
修

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、（
二
）
物
語
に
つ
い

て
は
『
中
世
ブ
ル
ガ
リ
ア
文
学
読
本
』
に
も
ギ
リ
シ
ャ
の
仏

陀
伝
説
の
寓
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
一
つ
を

拙
訳
で
紹
介
す
る
。
こ
こ
で
は
『
創
価
大
学
外
国
語
学
科
紀

要
』
第
七
号
、
一
九
九
七
年
所
収
の
も
の
に
加
筆
し
た
。
原

文
は
、П

етър Д
инеков, Куйо Куев, Д

онка П
етканова, 

„Х
ристом

атия по старобългарска литература“, 
В

арлаам и Й
оасаф; П

ритча за трим
ата приятели. 

С
офия, 1978, стр.245-246. 

ヴ
ァ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
ア
ソ
ァ
フ　

三
人
の
友
人
の
寓
話

　

あ
る
男
に
三
人
の
友
人
が
い
た
。
男
は
そ
の
う
ち
の
二
人

を
真
に
尊
敬
し
、
彼
ら
の
愛
情
を
大
切
に
し
て
い
た
。
そ
の



「東洋学術研究」第57巻第２号

203	 東方正教会における人間観

一
方
、
三
人
目
の
友
人
に
対
し
て
は
冷
酷
な
態
度
を
取
っ
て

い
た
。

　

あ
る
日
、
男
の
と
こ
ろ
に
恐
ろ
し
い
兵
隊
が
王
様
の
使
者

と
し
て
や
っ
て
き
て
、
そ
し
て
そ
の
男
が
何
や
ら
悪
い
こ
と

を
し
た
と
言
っ
て
、
男
を
王
様
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
こ
う

と
し
た
。
男
は
と
て
も
悲
し
み
、
王
様
の
前
で
自
分
の
た
め

に
弁
護
し
て
く
れ
る
助
け
人
を
探
そ
う
と
、
決
心
し
た
。

　

そ
こ
で
男
は
一
番
目
の
友
人
の
と
こ
ろ
へ
駆
け
て
行
き
、

次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
友
よ
。
君
は
、
僕
が
い
つ
も
ど
の

よ
う
に
君
を
愛
し
、
君
に
心
血
を
注
い
で
き
た
か
知
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
今
、
僕
に
は
不
幸
か
ら
僕
を
救
っ
て
く
れ
る
助

け
人
が
必
要
な
ん
だ
。
今
、
僕
を
と
て
も
困
惑
さ
せ
て
い
る

王
様
の
前
で
僕
の
無
実
を
証
言
し
て
く
れ
な
い
か
」。
一
番

目
の
友
人
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
。「
僕
は
君
の
友
達
な

ん
か
じ
ゃ
な
い
。
君
が
誰
な
の
か
、
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
、

君
の
こ
と
な
ん
か
何
も
知
ら
な
い
。
僕
に
は
、
近
し
い
友
情

を
支
え
合
っ
て
い
る
別
の
友
達
が
い
る
。
で
も
、
ほ
ら
君
に

二
つ
の
ぼ
ろ
切
れ
を
あ
げ
よ
う
。
こ
れ
を
い
つ
も
肌
身
離
さ

ず
に
君
が
行
く
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行
け
。
そ
れ
以
外
、
僕
に

何
も
期
待
し
な
い
で
お
く
れ
」
と
。

　

男
は
一
番
目
の
友
人
か
ら
何
の
助
け
も
得
ら
れ
な
い
こ
と

が
わ
か
る
と
、
二
番
目
の
近
し
い
友
人
の
と
こ
ろ
へ
駆
け
て

行
き
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
君
。
君
は
僕
が
ど
れ
ほ
ど

君
の
こ
と
を
尊
敬
し
て
い
る
か
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
今
、

僕
は
大
き
な
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
。
こ
の
悲
し
み
か
ら
僕

を
救
い
出
す
た
め
に
助
け
て
く
れ
な
い
か
」。
二
番
目
の
友

人
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。「
僕
に
も
多
く
の
心
配
事
が
あ

る
。
君
と
一
緒
に
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
で
も
少
し
だ
け
君
に
伴
う
た
め
に
出
か
け
よ
う
。
そ
し

て
戻
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
僕
に
も
自
分
自
身
の
苦
悩
が
あ

る
か
ら
、
君
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。

　

男
は
自
分
が
真
に
愛
情
を
注
い
で
き
た
友
人
た
ち
の
恩
知

ら
ず
な
振
る
舞
い
に
と
て
も
苦
し
ん
だ
。
そ
し
て
、
今
ま
で

一
度
も
愛
し
た
こ
と
の
な
い
、
ま
た
一
度
も
楽
し
い
時
を
分

か
ち
あ
っ
た
こ
と
の
な
い
三
番
目
の
友
人
の
と
こ
ろ
へ
行

き
、
恥
と
屈
辱
を
忍
ん
で
彼
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
君
。

君
は
、
僕
が
君
に
対
し
て
一
度
も
際
立
っ
た
愛
情
を
示
し
た

こ
と
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
で
も
今
、
僕
は

深
い
苦
し
み
に
沈
ん
で
い
る
。
今
ま
で
虚
し
く
近
し
い
友
情

を
支
え
合
っ
て
き
た
友
達
は
、
誰
一
人
と
し
て
僕
を
助
け
て

く
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
も
し
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
君
が
僕

の
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
の
な
ら
、
と
思
い
君
の
と
こ
ろ
に

お
願
い
に
や
っ
て
き
た
。
軽
率
な
僕
を
追
い
返
さ
な
い
で
お

く
れ
」
と
。
す
る
と
三
番
目
の
友
人
は
、
や
さ
し
く
明
る
い

顔
で
次
の
よ
う
に
答
え
た
。「
僕
は
、
君
の
小
さ
な
親
切
を

覚
え
て
い
る
。
だ
か
ら
今
、
僕
は
君
を
助
け
よ
う
。
そ
ん
な

に
深
く
悲
し
ま
な
い
で
。
こ
れ
か
ら
僕
が
、
君
よ
り
先
に
王

様
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
君
を
敵
の
手
に
渡
さ
な
い
で
く
だ
さ

い
と
頼
ん
で
あ
げ
る
か
ら
。
君
、
勇
ま
し
く
あ
れ
。
ほ
ら
そ

ん
な
に
悲
し
ま
な
い
で
」
と
。
男
は
、
涙
し
て
次
の
よ
う
に
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言
っ
た
。「
あ
あ
、
悲
し
い
か
な
。
な
ぜ
も
う
少
し
早
く
偽

り
の
友
と
そ
の
友
情
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、

こ
の
真
実
の
友
に
、
い
か
な
る
愛
情
を
も
示
さ
な
か
っ
た
こ

と
は
悲
し
い
こ
と
だ
」。

　

ヨ
ア
ソ
ァ
フ
は
驚
き
を
も
っ
て
こ
の
話
を
最
後
ま
で
聞
き

終
え
る
と
、
さ
ら
に
説
明
を
聞
き
た
が
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
ヴ
ァ
ル
ラ
ー
ム
が
話
を
続
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

っ
た
。

　
「
一
番
目
の
友
人
は
、
人
間
が
し
ば
し
ば
、
そ
の
罪
に
陥

っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
有
害
な
財
産
、
富
で
あ
る
。
死
が
訪

れ
た
時
、
こ
の
友
人
は
何
も
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
葬
式
の
た
め
の
服
を
与
え
て
く
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
服
も

後
に
は
散
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
二
番
目
の
友
は
、
少
し
の
間

一
緒
に
過
ご
す
妻
や
子
供
、
親
類
で
あ
る
。
彼
ら
は
男
を
助

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
仮
に
墓
ま
で
同
伴
し
て
も
、
自
分

自
身
の
苦
悩
や
罪
と
戦
う
た
め
再
び
戻
っ
て
い
く
。
最
後

に
、
三
番
目
の
友
人
は
変
わ
る
こ
と
の
な
い
永
久
的
な
友
で

あ
る
。
彼
の
名
は
信
・
愛
・
平
和
・
慈
悲
・
穏
健
・
従
順
・

親
切
・
忠
実
・
禁
酒
・
祈
り
・
懺
悔
で
あ
る
。
彼
は
、
ど
ん

な
小
さ
な
善
行
も
覚
え
て
い
て
、
人
間
を
永
遠
の
苦
悩
か
ら

救
い
出
す
の
で
あ
る
」
と
。

（
10
）	

Ｊ
・
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
『
東
方
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
』、
小
高
毅
訳
、
教
文
館
、
一
九
九
五
年
、
三
六
頁
。

（
11
）	

中
西
恭
子
「
ニ
カ
イ
ア
か
ら
カ
ル
ケ
ド
ン
へ　

古
代
末
期
の

東
方
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
論
争
と
教
会
政
治
史
」『
東
洋

学
術
研
究
』第
五
十
四
巻
第
二
号
、二
〇
一
五
年
、一
三
八
頁
。

（
12
）	

大
森
正
樹
「
パ
ラ
マ
ス
に
お
け
る
神
化
思
想
─
─
東
方
的
伝

統
と
独
創
」『
テ
オ
ー
シ
ス　

東
方
・
西
方
に
お
け
る
人
間

神
化
思
想
の
伝
統
』
田
島
照
久
／
阿
部
善
彦
編
、
教
友
社
、

二
〇
一
八
年
、
一
七
三
頁
。

（
13
）	

Ｃ
・
ド
ウ
ソ
ン
『
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
』
野
口
啓
祐

訳
、
新
星
社
、
一
九
七
八
年
、
一
七
八
頁
。

（
14
）	

中
西
裕
人
『
孤
高
の
祈
り　

ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
聖
山
ア
ト

ス
』
新
潮
社
、
二
〇
一
七
年
、
一
七
〇
─
一
七
一
頁
。

（
15
）	

修
道
制
に
つ
い
て
は
以
下
の
二
つ
の
論
文
を
参
照
。
古
谷
功

「
東
方
キ
リ
ス
ト
教
修
道
制
の
起
源
と
展
開
」
上
智
大
学
中

世
思
想
研
究
所
編
、『
中
世
の
修
道
制　

中
世
研
究
第
８
号
』

創
文
社
、
一
九
九
一
年
、
三
─
一
八
頁
。
大
森
正
樹
「
ビ
ザ

ン
ツ
の
修
道
制
」
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
、『
中
世

の
修
道
制　

中
世
研
究
第
８
号
』
創
文
社
、
一
九
九
一
年
、

一
九
─
三
九
頁
。
こ
こ
で
は
、
シ
ュ
ピ
ド
リ
ー
ク
に
よ
る
霊

的
運
動
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
五
つ
の
時
代
区
分
を
紹
介
し
て
い

る
。（
一
）
砂
漠
の
師
父
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
、（
二
）
シ
ナ
イ

派
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
、（
三
）
新
神
学
者
シ
メ
オ
ン
の
ヘ
シ

ュ
カ
ス
ム
、（
四
）
ア
ト
ス
山
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
、（
五
）「
フ

ィ
ロ
カ
リ
ア
」
を
中
心
と
し
た
近
現
代
の
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
。

（
16
）	 John M

yendorff, Byzantine H
esychasm

: historical, theo-
logical and social problem

s (London: V
ariorum

 R
eprints, 

1974), III. “It designates the phenom
enon of C

hristian 
m

onastic life, based on herem
itism

, contem
plation and 
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‘pure prayer’, of w
hich the w

ritings of the great Evagrius 
Ponticus (IV

th c.) are the first articulate expression.”

（
17
）	
大
森
正
樹
『
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
光
の
神
学
─
─
グ
レ
ゴ
リ
オ

ス
・
パ
ラ
マ
ス
研
究
─
─
』
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三

頁
。
ヘ
シ
カ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
同
じ
く
以
下
を
参
照
。
大
森

正
樹
「
神
の
場
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
─
パ
ラ
マ
ス
問
題
解
決
の

試
み
─
」『
南
山
神
学
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
一
二
年
、
五

九
─
八
三
頁
。

（
18
）	 M

yendorff, Byzantine H
esychasm

, III.

（
19
）	

Ｇ
・
パ
ラ
マ
ス
『
東
方
教
会
の
精
髄 

人
間
の
神
化
論
攷 

聖

な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た
め
の
弁
護
』
大
森
正
樹
訳
、
知
泉

書
館
、
二
〇
一
八
年
。

（
20
）	

大
森
正
樹
「
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
に
お
け
る
神
化
の
思
想
─
─
パ

ラ
マ
ス
を
中
心
と
し
て
─
─
」『
中
世
思
想
研
究
』
第
三
十

五
号
、
一
九
九
三
年
、
一
八
六
─
一
九
六
頁
。
こ
の
論
文
で

大
森
は
、
パ
ラ
マ
ス
の
『
聖
な
る
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ト
の
た
め
の

弁
護
』
を
用
い
な
が
ら
、「
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
の
目
的
は
神
と

一
致
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
究
極
の
状
態
を
『
神
化
』
と

言
う
。
こ
の
神
化
を
遂
げ
る
た
め
に
修
行
者
た
ち
は
一
心
に

祈
り
の
修
行
に
励
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
修
行
の
結
果
、
修
行

者
は
こ
の
地
上
で
、
こ
の
肉
体
の
眼
で
、「
神
を
見
る
」
と

語
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
一
八
七
頁
）
と
し
て
い
る
。
ま
た

新
神
学
者
シ
メ
オ
ン
が
そ
の
著
作
に
お
い
て
「
め
ず
ら
し
く

自
身
の
神
秘
体
験
を
語
り
、
神
と
の
一
致
の
経
験
を
通
し

て
、
神
の
光
が
人
間
に
内
在
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
」（
同
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
新
神
学
者
シ
メ
オ
ン
に
つ
い
て

「
彼
の
特
色
あ
る
神
秘
体
験
は
そ
の
著
書
の
中
に
窺
う
こ
と

が
で
き
る
が
、
し
か
し
彼
は
人
里
離
れ
た
砂
漠
や
山
奥
で
神

秘
体
験
を
し
た
の
で
は
な
く
、
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー

プ
ル
近
郊
の
修
道
院
で
の
日
常
的
修
道
生
活
の
中
で
こ
の
体

験
を
味
わ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
」（
同
）
る
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
「
神
は
光
と
し
て
現
れ
る
」
と
し
て
、
神

の
ウ
ー
シ
ア
と
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の
概
念
に
つ
い
て
詳
細
に
説

明
し
て
い
る
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）

（
21
）	

前
掲
、
大
森
正
樹
『
中
世
思
想
原
典
集
成
３
』
八
一
一
─
八

一
二
頁
を
参
照
。

（
22
）	

大
森
正
樹
「
ヘ
シ
カ
ズ
ム
論
争
の
指
し
示
す
も
の
─
─
グ
レ

ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
と
東
方
教
会
神
学
」『
東
洋
学
術
研

究
』
第
五
十
四
巻
第
二
号
、
二
〇
一
五
年
、
三
八
頁
。

（
23
）	

「
子
か
ら
も
」
の
意
。
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
で
は

「
聖
霊
は
父
（
な
る
神
）
か
ら
発
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、

西
方
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ト
レ
ド
公
会
議
で
「
子
（
で
あ
る
キ

リ
ス
ト
）
か
ら
も
」
を
付
け
加
え
た
。
そ
の
た
め
「
聖
霊
は

父
か
ら
の
み
発
す
る
」
と
主
張
す
る
ビ
ザ
ン
ツ
教
会
と
の

論
争
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
の
ち
の
東
西
両
教
会
の
分
裂

（
一
〇
五
四
年
）
の
一
因
と
な
る
。

（
24
）	
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
『
楽
園
の
梯
子
』
手
塚
奈
々
子

訳
『
中
世
思
想
原
典
集
成
３
』
五
一
五
頁
。

（
25
）	

同
前
、
五
三
九
頁
。

（
26
）	

Ｖ
・
ロ
ー
ス
キ
ィ
『
キ
リ
ス
ト
教
東
方
の
神
秘
思
想
』
宮
本
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久
雄
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
、
二
五
五
頁
。

（
27
）	

同
前
、
二
五
七
頁
。
原
文
の
マ
マ
。

（
28
）	

同
前
。

（
29
）	
前
掲
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
、
五
二
〇
頁
。

（
30
）	
前
掲
、
Ｇ
・
パ
ラ
マ
ス
、
一
三
九
頁
。

（
31
）	
前
掲
、
証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
、
五
五
四
頁
。

（
32
）	 G

reek-English Lexicon, com
p. H

enry G
eorge Liddell and 

R
obert Scott (O

xford: C
larendon Press, 1968), 1160

（
33
）	

谷
隆
一
郎
「
愛
に
つ
い
て
の
四
〇
〇
の
断
章 

解
説
」『
中
世

思
想
原
典
集
成
３
』
五
四
五
頁
。

（
34
）	

前
掲
、
大
森
正
樹
「
ヘ
シ
ュ
カ
ス
ム
に
お
け
る
神
化
の
思

想
」。
こ
こ
で
は
東
方
に
お
け
る
人
間
観
に
つ
い
て
、
そ
の

肯
定
的
な
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
神

化
と
は
、「
神
と
人
と
の
存
在
的
断
絶
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

神
と
人
と
の
究
極
の
一
致
点
を
見
出
そ
う
と
い
う
点
に
お
い

て
、
極
め
て
楽
観
的
な
考
え
に
基
い
た
思
想
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
人
間
の
現
時
点
に
お
け
る
境
遇
を
、
堕
罪
に
よ
る
失

墜
の
極
み
と
見
る
よ
り
は
、
キ
リ
ス
ト
が
人
間
の
た
め
に
受

肉
し
た
と
い
う
点
に
立
脚
し
て
、
逆
に
人
間
が
キ
リ
ス
ト
に

近
し
い
者
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
が
神
と
近
し

く
な
る
と
い
う
、
正プ

ラ
ス
の
面
を
深
く
洞
察
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
東
方
で
は
嘆
き
と
悲
し
み
に
満
ち
た
人
間
観
よ
り
は
、

喜
び
に
満
ち
た
人
間
観
が
成
立
す
る
所
以
で
あ
る
」（
一
九

三
─
一
九
四
頁
）

（
35
）	

前
掲
『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
一
三
〇
四
─
一
三
〇
五
頁
。

（
36
）	

ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
『
雅
歌
講
話
』、『
中
世
思
想
原

典
集
成
２　

盛
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
』
宮
本
久
雄
訳
、
平
凡
社
、

一
九
九
二
年
、
四
三
七
頁
。

（
37
）	

同
前
、
四
三
八
頁
。

（
38
）	

ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
秋

山
学
「
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
「
神
の
像
」

理
解
の
変
容
─
─
人
間
性
の
再
構
築
─
─
」『
外
国
語
科
研

究
紀
要
』
第
四
十
巻
第
六
号
、
一
九
九
三
年
、
二
五
─
五
二

頁
。
秋
山
学
「
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
聖
書

解
釈
の
展
開
─
─
旧
約
聖
書
の
注
解
書
を
中
心
に
─
─
」『
西

洋
古
典
学
研
究
』
XL
、
一
九
九
二
年
、
八
八
─
九
七
頁
。

（
39
）	

池
田
大
作
／
ア
ク
シ
ニ
ア
・
Ｄ
・
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
「
大
い
な
る

人
間
復
興
へ
の
目
覚
め
（
上
）」『
東
洋
学
術
研
究
』
第
五
十

六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
七
年
、
四
四
頁
。

（
40
）	

谷
隆
一
郎
「
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
け
る
神
化
思

想
─
─
人
間
本
性
の
開
花
・
成
就
と
神
化
へ
の
道
─
─
」
田

島
照
久
／
阿
部
善
彦
編
『
テ
オ
ー
シ
ス　

東
方
・
西
方
に
お

け
る
人
間
神
化
思
想
の
伝
統
』
教
友
社
、
二
〇
一
八
年
、
七

〇
頁
。

（
41
）	

前
掲
、
証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
、
五
七
〇
頁
。

（
42
）	

同
前
、
五
五
二
頁
。

（
43
）	

同
前
、
五
七
二
頁
。

（
44
）	

同
前
、
五
五
二
頁
。

（
45
）	
前
掲
、
池
田
大
作
／
ア
ク
シ
ニ
ア
・
Ｄ
・
ジ
ュ
ロ
ヴ
ァ
、
四

五
頁
。
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（
46
）	

前
掲
、
証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
、
五
五
一
頁
。

（
47
）	
谷
隆
一
郎
「
証
聖
者
マ
ク
シ
モ
ス
に
お
け
る
神
化
思
想　

神

化
の
道
行
の
動
的
か
つ
全
一
的
か
た
ち
」
田
島
照
久
／
阿
部

善
彦
編
『
テ
オ
ー
シ
ス　

東
方
・
西
方
に
お
け
る
人
間
神
化

思
想
の
伝
統
』
一
一
一
、
一
一
二
頁
。

（
48
）	

同
前
、
一
一
〇
頁
。

（
49
）	

同
前
、
九
二
頁
。

（
に
の
み
や　

ゆ
み
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


