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　「
す
べ
て
或
る
思
想
が
宗
教
的
真
理
た
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
純

に
絶
対
な
も
の
の
面
目
を
伝
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
あ
る
真
理
が
宗
教
的

内
容
に
堪
え
得
る
と
は
、
そ
れ
が
必
ず
絶
対
な
も
の
を
表
示
す
る
と

の
意
味
が
あ
）
1
（

る
」。
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
に
時
間
を
宗
教
的
に
考

え
た
ら
如
何
な
る
意
味
に
な
る
か
が
柳
氏
の
論
文
の
課
題
で
あ
る
。

一
、
生
命
の
希
望

　
宗
教
的
思
想
の
中
で
時
間
の
観
念
に
関
す
る
問
い
か
け
は
繰
り
返

し
考
究
さ
れ
て
き
た
課
題
で
あ
る
。
柳
氏
は
「
殆
ど
総
て
の
神
学
の

最
後
は
永
生
不
死
の
一
章
に
終
わ
っ
て
い
る
。
人
々
は
永
劫
の
思
想

を
厚
く
時
間
の
上
に
建
設
し
た
。
如
何
な
る
宗
教
も
霊
の
不
滅
に
対

し
て
冷
や
か
で
は
な
い
」
と
い
い
、
儒
教
の
よ
う
に
未
来
の
思
想
に

乏
し
い
も
の
は
宗
教
た
り
難
い
と
言
う
い
っ
ぽ
う
で
、
彼
岸
浄
土
の

信
仰
の
前
提
条
件
と
し
て
存
在
す
る
、
現
世
を
越
え
て
持
続
す
る
生

命
の
保
証
は
そ
の
教
理
が
与
え
る
福
音
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、「
宗
教
は
時
間
の
限
り
な
い
永
続
を
人
間
の

内
心
に
立
証
し
た
」
と
い
う
表
現
で
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
次
い

で
、
こ
の
よ
う
に
人
間
が
宗
教
に
求
め
る
も
の
の
内
に
永
生

0

0

の
観
念

が
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
、
人
間
が
希
求
し
て
や
ま
ぬ
永
生
と
は
何
か

が
分
析
さ
れ
る
。
一
般
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
永
生
は
「
死
滅
す
る
事

の
な
い
無
窮
な
生
命
の
延
長
」
で
あ
り
、
無
量
劫

0

0

0

と
か
永
劫

0

0

の
字
句

で
示
さ
れ
る
の
も
「
時
間
の
無
限
な
継
続
」
を
示
す
類
似
表
現
で
あ

る
。
こ
の
時
間
の
無
限
な
継
続
の
内
に
お
い
て
の
み
、
人
間
の
望
む

生
命
の
永
在

0

0

0

0

0

が
託
さ
れ
る
場
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
「
人
は
い
つ
も
時
間
に
愛
着
し
た
」
と
い
わ
れ
る
。
霊
魂

の
不
滅
は
時
間
へ
の
厚
い
信
頼
で
あ
り
、
こ
の
永
遠
な
時
間
の
支
配

が
ひ
と
り
霊
の
勝
利
で
あ
る
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
人

間
は
永
生
を
、
魂
の
不
死
不
滅
を
求
め
る
の
で
あ
る
か
。
柳
氏
に
よ

れ
ば
、「
変
化
に
終
る
無
常
の
現
世
」
に
人
の
霊
は
満
足
し
な
い
と

い
う
。
そ
こ
で
常
住
不
変
の
世
界
を
求
め
る
。
人
間
の
そ
う
し
た
欲

望
の
根
源
は
何
か
、
現
世
の
苦
し
み
を
厭
い
、
よ
り
善
い
生
、
幸
福

を
憧
憬
し
、
そ
れ
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
は

多
く
の
持
続
す
る
時
間
が
必
要
だ
と
考
え
る
の
か
。
あ
る
い
は
獲
得

さ
れ
た
幸
福
を
感
じ
続
け
る
た
め
に
永
遠
の
時
間
が
ほ
し
い
と
い
う

の
か
。
あ
る
い
は
霊
魂
や
生
命
の
永
遠
性
は
欲
望
の
対
象
な
ど
で
は

な
く
、
そ
れ
が
真
理
真
相
だ
と
考
え
る
の
か
。
そ
れ
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
生
命
は
死
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
死
は
永
遠
へ

の
再
生
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
な
ぜ
か
魅
力
的
に
響
く
。「
何
人
も

限
り
あ
る
命
の
短
さ
を
厭
っ
て
い
る
。
死
に
終
る
無
常
の
世
を
悲
し

ん
で
い
る
」
と
い
う
事
実
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
。
柳
氏
は
「
何
も

の
か
永
続
す
る
も
の
に
こ
そ
生
命
の
希
望
が
あ
る
。
無
限
の
時
間
の

み
こ
の
秘
事
を
説
く
力
で
あ
る
」
と
い
う
。「
永
生
は
無
限
の
時
間

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
人
は
疑
わ
な
い
。
そ
れ
以
外
の
永
生
の
在

り
方
を
知
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。
人
間
は
無
限
の
時
間
の
内
に
生
命

0

0

の
希
望

0

0

0

と
表
現
さ
れ
て
い
る
何
ら
か
の
生
得
的
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
能

的
希
望
を
見
て
い
る
と
い
う
の
が
、
氏
の
見
解
で
あ
る
。

二
、
無
限
な
時
間

　
そ
れ
で
は
無
限
な
時
間
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
さ

ま
ざ
ま
な
問
い
か
け
を
自
問
し
つ
つ
、
柳
氏
は
「
時
間
は
無
限
な
数

に
託
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。「
時
間
の
無
限
と
は
数
理
的
に
無
限

で
あ
る
と
の
意
で
あ
る
」
と
い
う
。
確
か
に
我
々
人
間
の
時
間
概
念

は
数
に
係
留
さ
れ
て
い
て
、
数
と
不
離
で
あ
る
。
人
は
時
間
の
無
限

性
を
数
理
な
く
し
て
は
考
え
得
な
い
よ
う
に
、
限
界
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
カ
ン
）
2
（

ト
の
い
う
よ
う
に
そ
れ
が
純
粋
時
間
形
式

0

0

0

0

0

0

と
し

て
の
先
天
的
主
観
的
な
直
観
形
式

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
と
、
何
ら
か
の
客
観
的

な
実
在
で
あ
ろ
う
と
、
我
々
は
時
間
を
数
理
的
に
し
か
認
識
で
き
な

い
。
長
い
時
間
は
数
理
的
に
長
い
時
間
で
あ
り
、
無
限
な
時
間
と
は

数
理
的
に
数
え
切
れ
ぬ
長
い
時
間
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
不
死
と
は

数
理
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
不
死
で
あ
る
。「
人
は
無
限
の
数
に
宗

教
の
信
を
託
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
で
、
柳
氏
は
「
か
か
る
数
理
の
無
限
さ
は
ど
こ
ま
で
宗
教
的
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真
理
に
堪
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
い
返
し
て
い
る
。
数
的
無
限

と
は
数
え
て
も
数
え
能
わ
ぬ

0

0

0

無
限
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ

は
初
め
か
ら
数
え
る
こ
と
を
許
さ
ぬ

0

0

0

時
間
で
は
な
い
。
無
限
の
時
間

と
は
「
算
え
ら
れ
、
し
か
も
算
え
尽
さ
れ
ぬ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る

と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
数
に
つ
い
て
の
解
説
が
な
さ
れ
る
。

　
　
　
数
と
は
そ
れ
自
身
計
量
を
予
想
し
増
減
を
内
意
す
る
。
純
に

自
律
な
絶
対
数
と
言
う
が
如
き
は
不
可
能
で
あ
る
。
二
に
対
比

し
得
ぬ
一
は
あ
り
得
な
い
。
一
は
す
で
に
多
を
予
想
す
る
一
で

あ
る
。
数
は
差
別
相
対
の
数
で
あ
る
。
分
化
さ
れ
う
る
数
で

あ
）
3
（

る
。

　
こ
の
解
説
の
真
偽
に
関
す
る
現
代
的
な
見
解
は
と
も
か
く
と
し

て
、
こ
の
理
屈
を
前
提
と
し
て
柳
氏
は
無
限
の
意
味
を
説
き
進
め

る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
こ
に
無
限
が
数
に
関
わ
る
限
り
、
か
か
る
無

限
は
相
対
の
意
に
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
数
を
許
さ
ぬ
無
限
で
は
な

い
。
た
だ
数
の
無
限
な
増
進
で
あ
る
。
有
限
の
否
定
に
す
ぎ
ぬ
無
限

で
あ
る
。
そ
れ
自
ら
の
無
限
で
は
な
い
。
数
理
的
に
理
解
さ
れ
た
時

間
と
は
畢
竟
相
対
の
時
間
に
過
ぎ
ぬ
」
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

我
々
が
時
計
を
用
い
て
知
り
う
る
よ
う
な
時
間
が
相
対
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
納
得
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
さ

ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
柳
氏
の
論

理
的
解
説
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
我
々
が
日
常
的
時
間
観
念
と
し

て
受
容
し
て
い
る
始
終
や
生
滅
、
歳
月
、
過
去
未
来
と
い
っ
た
も
の

も
相
対
的
時
間
の
表
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
差
別
の
念
を
含
ん
で
お

り
、
計
り
、
区
分
し
、
加
減
し
う
る
相
対
の
時
間
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
う
し
た
始
終
長
短
の
区
別
を
内
容
と
す
る
数
理
的
無
限
時

0

0

0

0

0

0

と

絶
対
時

0

0

0

は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。
数
理
的
無

限
も
有
限
な
時
間
の
対
峙
と
し
て
、
一
種
の
有
限
な
時
間
で
あ
る
か

ら
、
柳
氏
は
そ
れ
は
「
時
如

0

0Tim
e in itself

」
で
は
な
い
と
い
う
。

そ
し
て
、「
も
し
も
宗
教
的
真
理
と
し
て
の
絶
対
時
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
こ
こ
に
総
て
の
相
対
的
内
容
を
許
す
こ
と
は
で
き

ぬ
」
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
数
理
的
時
間

は
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
計
り
う
る
時
間
は
宗
教
的
時
間

で
は
な
く
、
絶
対
時
は
「
数
を
容
れ
ぬ
時
間
」
で
あ
る
。
さ
す
れ

ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
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三
、
時
間
論
の
二
つ
の
系
譜

　
こ
う
し
た
宗
教
的
絶
対
時
を
求
め
る
に
は
数
理
的
時
間
観
念
を
根

本
か
ら
覆
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
数
理
的
時
間
観
念
は
人

間
の
常
識
、
先
入
見
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
否
定

し
超
克
す
る
こ
と
は
至
難
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
の

方
法
論
や
超
克
可
能
性
が
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
ま
で
考

え
来
た
っ
た
論
理
的
道
程
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
柳
氏
は

永
遠
・
永
生
・
不
死
を
求
め
、
そ
れ
を
与
え
る
時
間
の
価
値
を
信
じ

る
人
間
の
絶
対
時
へ
の
超
克
に
は
、
一
般
日
常
的
時
間
観
念
の
再
考

が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
再
考
を
通
し
て
こ
そ
新
た
な
突
破
口
が
開
け

る
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
、
氏
は
西
洋
哲
学
の
知
見
を
用
い
て
時
間

論
の
二
つ
の
系
譜
を
示
す
。
そ
し
て
、
一
つ
は
時
間
を
持
続
的
に
見

る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
は
時
間
を
内
向
的
に
見
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
。「
一
つ
は
分
か
ち
難
い
無
限
の
流
れ
に
動
く
時
間
の
真
相
を
求

め
、
一
つ
は
こ
の
瞬
間
の
内
裡
に
時
間
の
永
遠
な
性
を
捕
え
よ
う
と

欲
し
た
」
と
い
う
。
前
者
の
代
表
例
と
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学

者
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
）
4
（
ス
と
現
代
の
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
）
5
（
ン
を
挙
げ
て
い

る
。
殊
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
先
に
も
述
べ
ら
れ
た
我
々
の
日
常
的
時
間

理
解
の
中
心
を
な
す
数
理
的
時
間
に
批
判
を
加
え
、
真
の
時
間
は

「
分
割
し
得
な
い
有
機
的
継
続
」、
時
計
が
示
し
う
る
個
々
の
時
間
で

は
な
い
計
量
以
前
の
「
純
粋
持
続
」“Pure duration ”

で
あ
る
と
し

た
。
柳
氏
に
よ
れ
ば
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
時
間
を
ど
こ
ま
で
も
縦
断
的

進
行
に
解
し
た
。
横
断
的
空
間
に
描
か
れ
た
時
間
を
捨
て
去
っ
て
、

時
間
の
流
れ
を
そ
の
内
面
に
捕
え
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
。
ま
た
、

こ
の
不
断
の
流
れ
を
「
創
造
的
進
化
」“Creative Evolu tion ”

と

解
し
た
と
い
う
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
）
6
（

ズ
が
「
意
識
の
流
れ
」

の
内
面
に
ひ
と
し
く
「
新
創‘N

ovelty ’

」
を
説
い
た
の
も
同
様
で

あ
り
、「
共
に
彼
等
は
創
造
す
る
時
間
を
解
し
た
」
と
結
論
づ
け
て

い
る
。
さ
ら
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
時
間
を
ど
こ
ま
で
も
質
と
し
て
捉

え
よ
う
と
し
て
量
的
観
念
を
駆
逐
し
よ
う
と
し
た
と
い
い
、
し
か
も

時
間
を
活
き
活
き
し
た
動
き
進
む
も
の
と
考
え
、
起
伏
の
な
い
静
止

的
空
間
的
意
味
か
ら
独
立
さ
せ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ

う
な
含
蓄
あ
る
表
現
で
解
説
し
て
い
る
。

　
　
　
彼
は
外
か
ら
時
を
見
守
る
の
で
は
な
い
、
身
自
ら
時
の
流
れ

に
掉
さ
そ
う
と
し
た
。
真
の
時
間
は
分
析
し
う
べ
く
も
な
い
。

分
析
し
う
る
も
の
は
残
る
概
念
で
あ
る
。
時
間
の
真
相
は
純
粋
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の
持
続
で
あ
る
。
直
観
が
そ
の
理
解
で
あ
る
。
時
は
前
に
置
い

て
知
ら
る
る
よ
り
も
、
内
に
お
い
て
味
わ
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
停
止
す
る
存
在
で
は
な
い
。
連
綿
と
し
て
進
み
動
く
力

で
あ
る
。
時
間
を
動
と
し
て
考
え
、
こ
れ
を
純
に
持
続
と
し
て

解
し
た
の
が
、
彼
が
在
来
の
思
想
に
加
え
た
著
し
い
改
造
で

あ
っ
）
7
（
た
。

　
時
計
の
文
字
盤
に
示
さ
れ
る
時
間
の
痕
跡
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前

の
本
来
的
時
間
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
観
念
の
前
提
と
な
る
時
間
そ
の
も

の
を
追
求
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
説
が
実
に
明
快
に
解
説
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
本
論
の
目
的
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
総
合
的
分
析
に
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
創
造
と
進
化
の
概
念
に
つ
い

て
は
解
説
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
は
記
憶
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　
柳
氏
は
続
い
て
、
時
間
の
第
二
の
見
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
時

間
の
根
本
的
思
索
の
最
も
深
い
も
の
は
中
世
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
）
8
（
ス

や
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
）
9
（
ス
に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
思
索
の
特
徴

は
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
は
対
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
時
間

を
継
時
的
に
捉
え
た
の
に
対
し
て
、
彼
ら
は
時
間
を
「
同
時

Sim
ulta neity

」
の
内
に
深
め
た
と
い
う
。
こ
こ
で
の
同
時
と
は
数

理
的
に
分
析
せ
ら
れ
た
個
々
の
同
時
を
指
す
の
で
は
な
く
、
総
合
的

統
体
と
し
て
の
同
時
的
時
間
を
云
う
の
で
あ
っ
て
、‘Totum

 
Sum

ul ’

の
言
葉
に
そ
の
思
索
が
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
総

合
的
統
体
と
し
て
の
同
時
的
時
間
と
い
う
概
念
の
説
明
は
い
さ
さ
か

複
雑
で
あ
る
。
氏
の
説
明
を
み
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
二
元
を
容
れ
な
い

も
の
が
真
に
自
律
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
プ
ロ
ク
ラ
）
10
（
ス
の
言
に

よ
れ
ば
部
分
に
対
峙
す
る
も
の
で
も
な
く
、
部
分
の
加
で
も
な
い
統

体
、
部
分
と
全
体
の
差
別
を
容
れ
な
い
渾
一
体

0

0

0

で
あ
り
、
数
の
意
味

を
持
た
な
い
一
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
も
の
が
純
粋
な
時
間
で

あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
時
間
が
概
念
と
し
て
ど
こ
ま

で
明
確
に
理
解
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
い
か
け
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
れ
の
論
理
上
の
説
明
を
な
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
果
た
し
て
客
観
的
実
証
内
容
を
持
つ
の
か
と
い
っ
た
多
く
の
問
い

か
け
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
氏
は
続
け
て
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　
　
　
彼
等
は
前
後
の
追
迫
か
ら
時
間
を
救
い
出
し
た
。
過
去
と
未

来
と
を
現
在
の
内
面
に
融
化
さ
せ
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
持
続
に
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時
間
の
実
在
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
瞬
間
の
そ
の
内
面
に
永

遠
を
捕
え
よ
う
と
し
た
。
言
い
う
べ
く
ば
時
間
を
煮
詰
め
た
。

一
に
多
を
融
か
し
た
。
同
時
に
継
時
を
集
め
た
。
区
分
を
未
分

に
甦
ら
せ
た
。
反
省
に
よ
っ
て
前
後
に
分
れ
た
時
間
を
、
本
来

の
あ
り
の
ま
ま
な
自
然
に
戻
し
た
。
歳
月
に
時
間
を
読
む
の
で

は
な
い
、
歳
月
を
絶
し
て
こ
そ
時
間
が
あ
る
の
で
あ
る
。
打
ち

続
く
が
ゆ
え
の
永
遠
で
は
な
い
、
一
時
す
な
わ
ち
こ
の
同
時
が

永
遠
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
等
の
い
わ
ゆ
る
「
同
時
統
体
」
で
あ

る
。
不
滅
は
実
に
未
来
に
待
つ
の
で
は
な
い
、
こ
の
現
在
の
う

ち
に
永
遠
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
永
遠
の
今
」‘Eternal 

N
ow

’

と
言
う
こ
と
が
彼
等
の
認
め
た
絶
対
時
で
あ
っ
た
。
不

死
は
到
達
し
得
な
い
遼
遠
な
未
来
に
在
る
の
で
は
な
い
。
こ
の

現
在
が
不
死
で
あ
る
。
瞬
時
即
永
遠
で
あ
る
。
宗
教
的
時
間
は

こ
れ
を
お
い
て
他
に
な
い
。
こ
れ
は
嘗
つ
て
理
解
さ
れ
た
最
も

深
い
時
間
の
考
え
と
言
わ
ね
ば
な
ら
）
11
（

ぬ
。

　
こ
の
解
説
の
前
半
部
分
に
見
ら
れ
る
過
去
と
未
来
を
現
在
の
中
に

融
化
さ
せ
る
と
い
う
見
方
は
、
明
ら
か
に
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

『
告
白
』
の
文
中
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
過
去
と
未
来
は
非
存
在

の
も
の
で
あ
り
人
間
の
幻
想
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
過
去
は
「
記
憶

（m
em

oria

）」
と
し
て
、
未
来
は
「
期
待
（expectatio

）」
と
し

て
現
在
の
内
に
存
在
を
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば

実
在
は
現
在
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
現
在
の
在
り
方
を
突
き
詰
め
れ

ば
、
そ
れ
が
瞬
時
と
い
う
観
念
に
収
斂
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
と
い

え
る
。
そ
の
瞬
時
の
中
に
総
て
が
融
化
収
斂
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
同

時
統
体
と
称
し
、
総
て
の
時
間
の
在
り
処
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
理
屈

は
通
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
こ
が
永
遠
の
在
り
処
で
あ
る
と
断

定
し
て
よ
い
か
、
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
し
か
時

の
実
在
の
在
り
処
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
削
除
法
的
決
断
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
問
い
は
残
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
う

し
た
時
間
の
捉
え
方
が
中
世
に
行
わ
れ
、
多
く
の
支
持
を
獲
得
し
て

今
日
ま
で
時
間
論
の
一
つ
の
軸
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
は
事
実
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
間
の
捉
え
方
が
、
客
観
的
時
間
論

に
対
す
る
主
観
的
内
面
的
時
間
論
の
典
型
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は

現
実
主
義
的
、
体
験
主
義
的
時
間
論
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の

も
事
実
で
あ
る
。
先
に
、
柳
氏
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
継
時
的
時
間
の
捉

え
方
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
瞬
時
の
中
に
根

源
的
時
間
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
立
場
は
対
極
的
で
あ
る
と
の
指
摘
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を
し
て
い
る
が
、
少
し
視
点
を
変
え
て
み
る
と
両
者
に
は
共
通
項
も

存
す
る
。
両
者
は
共
に
個
々
の
人
間
の
主
観
的
体
験
の
中
に
足
場
を

保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
共
通
項
を

想
定
す
れ
ば
両
者
の
一
方
が
真
実
で
他
方
は
誤
謬
で
あ
る
と
い
う
結

論
は
早
計
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
の
更

に
深
い
内
奥
に
あ
っ
て
両
者
を
包
摂
す
る
根
源
的
時
間
の
存
在
を
追

求
す
る
道
が
開
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
柳
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
一
つ
は
時
間
の
前
進
に
活
き
た
生
命
を
見
、
一
つ
は
時
間
の

集
中
に
永
遠
を
認
め
た
。
一
つ
は
発
展Evolution

で
あ
る
、

他
は
内
展Involution

で
あ
る
。
前
者
は
創
造Creation

で

あ
る
、
後
者
は
内
向Introversion

で
あ
る
。
一
つ
は
神
に

働
く
の
で
あ
る
。
一
つ
は
神
に
休
む
の
で
あ
）
12
（

る
。

四
、
絶
対
時
へ
の
超
克

　
こ
れ
ら
二
つ
の
深
い
時
間
理
解
の
結
合
に
未
来
の
豊
か
な
時
間
観

念
の
可
能
性
を
予
想
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
時
間
に
つ
い
て
の
不
二
の

内
容
を
追
求
す
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
か
一
面
に
止
ま
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て
、
柳
氏
は
次
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
時
間
論
の
批
判
へ
と
議

論
を
進
め
る
。

　
　
　
彼
は
静
的
な
数
理
的
時
間
を
覆
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
新
し

く
こ
れ
を
動
的
継
時
的
意
味
に
建
設
し
た
。
彼
は
こ
の
意
を
徹

す
る
た
め
に
「
純
粋
持
続
」
の
言
葉
を
用
い
た
。
彼
は
こ
こ
に

生
命
の
活
々
と
し
た
事
実
を
体
認
し
た
。
歳
月
が
生
命
の
支
配

で
は
な
い
、
生
命
は
歳
月
を
征
服
す
る
。
時
間
は
生
命
を
数
え

る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
生
命
は
分
か
ち
難
い
無
窮
の
持
続
で
あ

る
。
動
き
創
る
永
遠
の
力
で
あ
る
。
時
間
を
静
止
か
ら
動
体

に
、
同
時
か
ら
継
時
に
甦
ら
せ
た
の
が
彼
の
思
索
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
動
体
と
か
継
時
と
か
は
如
何
な
る
意
を
示
す
で
あ
ろ

う
か
、
彼
等
は
畢
竟
、
静
止
と
同
時
と
の
対
辞
で
あ
る
。
し
か

し
対
辞
に
終
る
総
て
の
内
容
は
厳
密
な
絶
対
の
面
目
を
伝
え
る

に
し
て
は
不
足
で
あ
る
。
…
…
両
面
を
共
に
絶
す
る
こ
と
が
彼

の
要
求
で
は
な
い
。
た
だ
一
面
の
力
説
が
彼
の
主
張
で
あ
）
13
（
る
。

　
生
命
の
活
き
活
き
と
し
た
事
実
が
純
粋
持
続
の
実
態
で
あ
り
、
そ
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れ
は
動
的
で
創
造
す
る
力
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
つ
つ
、
そ
れ

は
静
的
数
理
的
時
間
が
人
間
存
在
の
実
態
的
時
間
体
験
に
反
す
る
ゆ

え
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る
た
め
に
対
峙
さ
れ
、
殊
更
に
力
説
強
調
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
ま
だ
絶
対
時
の
解
明
と
は
異
質
の

動
機
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
柳
氏
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル

グ
ソ
ン
の
時
間
概
念
は
生
命
の
事
実
の
体
認
に
即
す
る
と
い
う
点
で

人
間
の
生
の
い
っ
そ
う
根
源
的
な
地
平
か
ら
時
間
を
捉
え
よ
う
と
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
生
の
哲
学
」
の
新
鮮

な
息
吹
を
時
間
論
に
注
入
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
絶
対
時
の
探
求
と

い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
依
然
と
し
て
一
面
的
相
対
的
理
解
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。「
無
限
の
前
進
の
半
面
で
あ
る
無
限
の
内
向
は

こ
の
内
に
欠
け
て
い
る
」
の
で
あ
る
。「
一
面
の
み
強
め
る
時
、
思

想
は
相
対
に
没
す
る
の
で
あ
る
。
持
続
と
言
う
も
た
だ
停
止
に
対
す

る
持
続
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
お
差
別
せ
ら
れ
た
持
続
で
あ
る
」
と

い
う
。
悪
を
恐
れ
る
善
は
な
お
貧
し
い
善
で
あ
り
、
不
二
な
も
の
を

求
め
る
な
ら
善
悪
の
彼
岸
に
、
分
別
か
ら
未
分
に
至
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
も
い
わ
れ
る
。「
真
に
純
粋
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
時
は
継
時
動

体
の
言
葉
す
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
柳
氏
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
へ
の
評
価
は
「
禅
宗
五
祖
下
の
神
秀
」
で
あ

る
。
慧
能
の
無
上
絶
対
の
境
に
は
な
お
欠
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
れ
は
エ
リ
ゲ
）
14
（
ナ
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
彼
が
明
ら
か

に
し
た
の
は
「
造
ら
れ
ず
造
る
」
時
間
で
あ
り
、
い
ま
だ
「
造
ら
れ

ず
造
ら
ぬ
」
時
間
、「
無
と
し
て
の
時
間
」「
未
分
と
し
て
の
時
間
」

で
は
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
総
て
の
対

辞
を
許
さ
ぬ
自
律
の
時
間
」
で
あ
り
、「
相
即
不
二
の
時
間
」
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
絶
言
絶
慮
、
言
語
道
断
の
居
所
で
あ
る
。
そ

こ
に
定
位
す
る
時
間
に
つ
い
て
、
氏
は
「
真
の
時
間
は
言
葉
を
容
れ

ぬ
。
離
言
の
境
に
時
間
の
実
相
は
味
わ
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ

る
。
さ
ら
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
へ
の
批
判
は
続
く
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
時

間
は
動
に
し
て
静
に
非
ず
」
と
い
っ
た
が
そ
う
言
う
べ
き
で
は
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
動
に
非
ず
静
に
も
非
ざ
る
」
の
が
時
間
の

真
相
で
あ
り
、
純
粋
時
間
・
絶
対
時
に
は
動
静
の
区
別
は
な
い
か
ら

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
無
が
時
間
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
説
明
は
先
の
エ
リ
ゲ
ナ
の
言
葉
に
符
合
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
い
わ
ば
徹
底
し
た
否
定
道

0

0

0

は
直
ち
に
徹
底
し

た
肯
定
道

0

0

0

へ
と
転
換
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
柳
氏
が
矛
盾
や
区
別
を
超

克
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
使
用
す
る
二
つ
の
論
法
で
あ
る
。
こ
の
論

法
の
優
劣
相
異
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
省
く
こ
と
に
す
る
が
、
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こ
こ
で
柳
氏
は
「
無
と
し
て
の
時
間
」
を
別
の
言
葉
で
言
表
し
始
め

る
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
理
由
の
一
つ
は
、
表
現
の
指
示
し
よ
う
と

す
る
指
示
対
象
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
を
許
す
の
で
あ
る
。
氏
は
述
べ

て
い
る
。

　
　
　
も
し
も
他
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
、
二
つ
の
矛
盾
す
る
対
辞

を
共
に
容
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
う
る
な
ら
真
の
時
間
と
は

「
動
に
し
て
且
つ
静
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
永
遠
が
継
時

と
一
つ
な
る
時
、
真
の
時
間
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
永

遠
の
今
」
と
は
、
こ
の
意
を
伝
え
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

過
去
も
未
来
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
）
15
（

る
。

　
　
　
瞬
時
即
永
遠
と
言
う
事
を
お
い
て
宗
教
的
時
間
は
な
い
。
動

静
不
二
で
あ
る
。
無
な
る
が
ゆ
え
に
よ
く
有
で
あ
る
。
休
み
な

が
ら
そ
の
ま
ま
に
働
き
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が
時
間
の
真
景
で
あ

る
。
人
は
こ
れ
を
論
理
の
法
則
に
悖
る
矛
盾
に
過
ぎ
ぬ
と
言
う

か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
こ
れ
は
理
知
の
瓦
壞
で
は
な
い
、
そ
の

解
脱
で
あ
る
。
矛
盾
で
あ
る
と
難
ず
る
の
は
た
だ
分
別
の
知
が

叫
ぶ
批
評
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
れ
は
真
理
の
否
定
に
は
な
ら
ぬ
。
予

は
必
ず
し
も
論
理
の
名
の
た
め
に
矛
盾
を
恐
る
べ
き
で
は
な
い

と
思
）
16
（
う
。

　
こ
こ
に
は
全
て
の
対
立
を
共
に
無
条
件
に
受
容
す
る
道
が
語
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
論
理
的
な
矛
盾
の
よ
う
に
み
え
る
が
そ
う
で
は
な

い
。
そ
れ
は
「
理
知
の
解
脱
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
そ
れ
は
真
理
の
否
定
に
は
な
ら
な
い
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
文
言
か
ら
推
測
す
る
と
、
柳
氏
の
思
考
は
、
唯
一
の
真
理
か

ら
湧
出
す
る
真
理
の
多
様
な
表
現
相
互
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
よ

り
も
、
そ
れ
ら
の
表
現
と
真
理
の
間
の
関
係
性
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
真
理
の
言
語
的
描
出
が
種
々
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の

間
に
論
理
的
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
表
現
が

真
理
の
何
ら
か
の
描
出
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
ま
し
て
や
、
こ
こ
に
い
う
論
理
的
矛
盾
を
ヘ
ー
ゲ
）
17
（

ル
弁
証
法

に
お
け
る
止
揚
の
論
理
の
よ
う
な
新
た
な
論
理
的
説
明
に
よ
っ
て
超

克
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
矛
盾
対
立
を
真
理
の
立
脚
点

か
ら
受
容
す
る
の
で
あ
る
。
弁
証
法
的
進
化
と
は
異
質
な
思
考
で
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
止
揚
の
論
理
と
柳
氏
の
即
如
の
論
理
（
正
確
に
言

え
ば
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
「
総
て
の
両
極
を
相
即
な
ら
し
め
る
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他
に
、
許
し
う
る
絶
対
の
観
念
は
な
い
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ

の
絶
対
を
示
唆
す
る
独
自
の
表
現
と
し
て
柳
氏
は
「
即
如
」
の
語
を

用
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
の
ベ
ク
ト
ル
は
進
化
創
造
と
根
源
回
帰
と

で
も
言
う
べ
き
相
反
す
る
方
向
性
を
有
し
て
い
る
。

　
こ
の
絶
対
の
立
脚
点
か
ら
時
間
を
見
る
と
い
う
の
が
柳
氏
の
立
場

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
差
別
は
相
対
的
時
間
と
し
て

否
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
二
次
的
地
位
に
後
退
さ
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
「
時
間
の
解
脱
」
と
称
す
る
の
で
あ

る
。
永
生
や
不
死
、
無
限
の
語
も
こ
の
解
脱
後
の
時
間
の
立
場
か
ら

捉
え
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
時
間
に
与
え
る
分
析
は
反
省
が
後
に
加
え
た
人
為
的
所
産
に

過
ぎ
ぬ
。
あ
る
が
ま
ま
の
時
間
は
渾
一
で
あ
る
。
見
分
け
る
何

も
の
で
も
な
い
。
こ
の
未
分
の
境
の
み
が
絶
対
時
の
世
界
で
あ

る
。
か
か
る
時
間
は
実
に
時
間
と
い
う
念
を
す
ら
許
さ
ぬ
で
あ

ろ
う
。
況
ん
や
そ
こ
に
時
間
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
総
て
は
与

え
ら
れ
た
あ
り
の
ま
ま
で
あ
る
。
真
の
時
間
は
概
念
以
前
の
時

間
で
あ
る
。
ゆ
え
に
概
念
な
き
理
解
の
み
こ
れ
を
味
わ
い
う
る

の
で
あ
）
18
（
る
。

　
前
述
は
柳
氏
の
絶
対
時
の
記
述
で
あ
る
。「
渾
一
」
と
は
純
一
で

は
な
い
。
何
か
を
削
ぎ
落
し
た
純
一
で
は
な
い
。
総
て
を
「
呑
却
」

し
た
渾
一
で
あ
る
。
こ
の
語
に
は
深
い
含
蓄
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
あ
る
が
ま
ま
の
時
間
の
在
り
様
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
宗

教
的
時
間
は
こ
こ
に
在
る
。

　
　
　
数
理
的
時
間
は
歳
月
を
数
え
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
時
間
は

歳
月
を
絶
す
る
。
過
去
未
来
に
時
間
が
区
画
さ
れ
る
限
り
、
生

命
に
は
死
が
あ
り
無
常
が
あ
る
。
無
量
劫
に
お
い
て
は
数
え
る

べ
き
時
刻
が
な
い
。
…
中
略
…
こ
の
絶
対
時
の
体
得
に
お
い
て

人
は
時
間
を
越
え
生
命
を
越
え
る
。
こ
れ
が
不
死
で
あ
る
、
常

住
で
あ
る
。
た
だ
現
在
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
現
在
に
こ
そ

永
遠
が
温
か
く
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
宗
教
的
時
間
で
あ

る
。
こ
れ
が
永
生
で
あ
）
19
（

る
。

　
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
現
在
が
永
遠
に
包
ま
れ
る
の
で
は

な
く
、
永
遠
が
現
在
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
在
は

渾
一
の
時
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。
宗
教
的
時
間
と
は
現
在
に
広
が
る

渾
一
の
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



柳
宗
悦
の
宗
教
思
想
（
岡
島
）

69─　   ─

五
、
永
遠
の
今

　
さ
て
、
柳
氏
は
「
永
続Continuity

」
と
「
永
遠Eternity

」
を

明
確
に
区
別
す
る
。
た
と
え
ば
、
死
後
の
存
在
の
立
証
が
不
死
の
証

明
と
な
る
と
い
う
考
え
に
言
及
し
て
、「
死
後
の
存
在
が
わ
が
霊
に

無
限
の
生
命
を
齎
ら
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
死
の
無
期
延
引

で
あ
っ
て
、
宗
教
が
認
め
る
永
生
で
は
な
い
。
そ
れ
は
時
間
的
限
界

の
否
定
で
あ
っ
て
な
お
相
対
的
不
死
た
る
に
過
ぎ
ぬ
。
真
の
不
死
と

は
時
間
に
頼
る
生
命
を
指
す
の
で
は
な
い
、
時
間
を
解
脱
し
た
不
死

こ
そ
永
遠
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
宗
教
的
な
永
生
・
不
死
は
単

な
る
死
の
無
期
延
引
と
い
っ
た
死
の
棚
上
げ
状
態
で
は
な
く
、
時
間

を
解
脱
し
た
永
遠
を
指
す
と
い
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
無
限
の
概
念

に
関
し
て
も
些
か
回
り
く
ど
い
重
複
的
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
数
理
的
無
限
と
宗
教
的
無
限
は
全
く
の
別
物
で
あ
る
こ

と
、
前
者
は
数
測
を
許
さ
ぬ
究
竟
の
時
間
で
は
な
く
、
計
量
を
待
っ

て
知
ら
れ
る
二
義
的
な
時
間
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し

て
、「
無
限
が
時
間
に
計
ら
れ
る
限
り
か
か
る
思
想
は
な
お
幼
稚
で

あ
る
。
真
の
不
死
に
お
い
て
は
数
も
時
間
も
空
間
も
沈
黙
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
が
介
在
す
る
間
は
理
解
は
な
お
不
純
で
あ

る
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
真
の
不
死
と
は
「
自
由
そ
の
も

の
」
で
あ
り
、「
何
も
の
も
そ
れ
を
矯
め
る
力
は
な
い
」
と
断
言
さ

れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
死
後
の
存
在
の
立
証
は
、
生
命
の
永
続
を
約

束
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
永
続
を
保
証
さ
れ
た
生
命
は
、
依
然
と

し
て
不
死
の
問
題
に
悩
み
続
け
る
だ
ろ
う
、
だ
が
真
の
不
死
を
捕
え

得
た
も
の
は
死
す
と
も
悩
み
を
抱
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
生
命
の
真

義
は
こ
の
よ
う
な
時
間
を
超
絶
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
説
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
永
続
と
不
死
は
別
事
で
あ
る
が
、
時
間
の
無
限
持
久

と
し
て
の
永
続
は
却
っ
て
「
決
定
せ
ら
れ
た
永
遠
の
死
」
で
あ
り
、

生
命
に
よ
っ
て
堪
え
難
い
恐
怖
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
言

述
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
第
二
の
死
」
の
観
念
が
重
な
っ
て

い
る
。
最
後
の
審
判
後
に
訪
れ
る
そ
れ

0

0

は
キ
リ
ス
ト
者
の
だ
れ
も
が

望
ま
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
痛
苦
と
恐
怖
の
イ
メ
ー
ジ

が
付
随
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
永
続
す
る
無
限
の
時
間
が

前
提
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
全

く
異
な
っ
た
思
惟
で
あ
る
。
永
続
と
は
異
な
る
不
死
の
概
念
で
あ

る
。

　
　
　
真
の
不
死
は
な
お
瞬
間
に
お
い
て
も
不
死
で
あ
る
。
か
か
る
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不
死
は
時
間
の
量
を
求
め
て
は
い
な
い
。
量
も
な
き
こ
の
刹
那

が
永
遠
の
不
死
で
あ
る
。
永
続
は
死
を
恐
れ
る
も
の
の
貪
る
糧

で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
の
量
が
彼
を
永
遠
に
導
く
の
で
は
な

い
。
不
死
に
お
い
て
は
数
え
う
る
時
間
は
な
い
。
長
短
遅
速
の

比
較
す
ら
失
わ
れ
て
い
る
。
永
劫
は
未
来
に
は
な
い
、
こ
の
現

在
に
こ
そ
永
遠
が
あ
る
。
…
中
略
…
一
切
の
尺
度
計
量
を
す
ら

許
さ
ぬ
自
律
の
時
間
こ
そ
不
死
で
あ
る
。
宗
教
的
永
遠
に
お
い

て
、
歳
月
は
す
で
に
そ
の
意
を
失
う
の
で
あ
）
20
（

る
。

　
さ
ら
に
、
創
造
と
進
化
の
語
に
つ
い
て
も
新
た
な
意
味
付
け
が
な

さ
れ
る
。

　
　
　
進
化
の
意
味
も
た
だ
時
間
の
経
過
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
で
き

ぬ
。
真
の
創
造
は
時
間
の
所
業
で
は
な
い
。
創
造
す
る
と
は
も

の
の
内
面
的
意
味
に
帰
る
謂
で
あ
る
。
進
化Evolution
は
内

展Involution

の
意
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
方
向
は
外
延
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
創
造
と
は
神
が
神
自
身
を
見
る
行
で
あ

る
。
こ
の
瞬
間
に
永
遠
の
相
を
見
る
謂
で
あ
る
。
進
化
と
は
事

物
が
神マ

マ
の
帰
る
旅
で
あ
）
21
（
る
。

　
こ
の
叙
述
の
後
に
は
、
創
造
と
進
化
に
関
す
る
類
似
し
た
思
索
の

事
例
と
し
て
ル
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
か
？
）
22
（

）

と
エ
ッ
ク
ハ
ル
）
23
（
ト
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
。
後
者
は
次
の
よ
う
な

言
葉
で
あ
る
。

　
　
　
時
間
に
お
け
る
創
造
と
神
に
お
け
る
永
遠
の
創
造
と
は
区
別

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
宛
ら
芸
術
の
作
品
と
、
芸
術
家
の
心
に
潜

む
理
想
と
が
異
な
る
の
と
同
じ
で
あ
）
24
（

る
。

　
こ
の
言
葉
に
は
プ
ラ
ト
ン
的
世
界
観
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
へ
の

展
開
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
神
の
創
造
と
人
の
創

造
、
神
の
御
業
と
人
の
業
の
相
似
と
相
異
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
思

索
の
基
底
に
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
界
と
現
実
界
の
二
元
相
対
す
る

構
図
が
あ
る
の
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
先
の

柳
氏
の
叙
述
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
歴
史
認
識
に
近
似
す
る
思
惟
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
氏
は
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
触
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
歴
史
を
神
（
絶
対
精
神
）
の
自
己
意
識
の
過
程

と
捉
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
動
的
進
化
論
的
歴
史
哲
学
の
思
索
は
、
歴
史

を
人
の
業
と
し
て
で
は
な
く
神
の
御
業
の
視
点
か
ら
捉
え
直
す
。
そ
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れ
を
神
の
行
と
見
な
し
、
さ
ら
に
そ
の
行
為
を
対
他
的
に
捉
え
ず
、

神
の
内
展
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
を
神
の

自
己
意
識
と
見
な
す
ヘ
ー
ゲ
ル
的
歴
史
観
は
柳
氏
の
創
造
と
進
化
に

関
す
る
思
索
モ
デ
ル
と
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
神
の
創

造
の
場
を
時
空
間
的
に
展
開
す
る
現
実
の
歴
史
の
内
に
み
る
ヘ
ー
ゲ

ル
に
対
し
て
、
柳
氏
の
論
は
相
違
を
見
せ
る
。

　
　
　
未
来
の
時
間
が
予
を
神
に
結
ぶ
の
で
は
な
い
。
こ
の
瞬
間
に

お
い
て
予
は
神
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
神
に
帰
る
の
が
存
在
の

意
義
で
あ
る
。
時
間
も
神
に
帰
る
時
間
で
あ
る
時
、
真
の
意
味

を
持
つ
の
で
あ
る
。
永
生
と
は
か
か
る
時
間
で
あ
る
。
瞬
時
を

し
て
永
遠
た
ら
し
め
る
と
は
、
神
に
即
す
る
謂
で
あ
る
。「
永

遠
の
今
」
に
こ
そ
神
が
示
現
す
る
の
で
あ
）
25
（

る
。

　
柳
氏
に
と
っ
て
神
の
御
業
は
人
智
を
超
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
言
葉
と
し
て
矛
盾
を
含
む
永
遠
の
今

0

0

0

0

は
言
葉
と
し
て
存
在
す
る

と
し
て
も
人
間
に
は
捉
え
難
い
。
そ
の
指
示
対
象
を
直
接
体
認
す
る

こ
と
は
実
に
至
難
の
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
領
域
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
を
目
指
し
、
そ
こ
に
神
の
示
現
を
見
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
の
思
索
は
多
く
の
先
人
の
言

を
頼
り
と
し
つ
つ
、
こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
論
理
を
超
え
た
氏
自

身
の
信
仰
の
域
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

て
こ
の
傾
向
は
論
理
を
超
越
し
た
事
柄
に
立
ち
入
る
場
合
の
す
べ
て

の
侵
入
者
に
与
え
ら
れ
る
宿
命
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六
、
不
死
と
信
念

　
最
後
に
柳
氏
は
刹
那
に
永
遠
を
、
絶
対
時
を
見
た
先
哲
の
言
句
を

列
挙
し
て
、
そ
の
信
憑
性
を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

プ
ラ
ト
）
26
（

ン
、
荘
）
27
（

子
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
）
28
（

ル
、
ル
ー
）
29
（

ミ
、
ブ
レ
ー
ク
、
エ

マ
ー
ソ
）
30
（

ン
な
ど
の
名
前
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
哲
が
異

口
同
音
に
言
う
と
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は

先
ず
、
時
間
を
絶
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
時
間
へ
の
先
入
観

を
破
ら
な
け
れ
ば
真
の
時
間
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

ま
た
、
既
存
の
時
空
間
観
念
の
中
に
い
る
限
り
神
の
知
識
や
霊
の
内

な
る
働
き
は
理
解
で
き
な
い
と
い
い
、
そ
こ
に
は
第
一
者
は
存
在
し

な
い
と
も
い
う
。
そ
れ
で
は
そ
う
し
た
一
般
的
に
了
解
さ
れ
て
い
る

時
空
間
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
は
何
が
あ
る
の
か
、
そ
こ
に
は
永
遠
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が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
永
遠
と
は
何
処
に
あ
る
の
か
、
柳
氏
は

「
永
遠
と
は
時
間
の
持
続
で
は
な
い
。
時
間
を
絶
す
る
刹
那
が
永
遠

の
誕
生
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
刹
那
と
は
ど
の
よ
う

な
謂
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
ト
マ
ス
の
言
を
引
用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
　
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
明
瞭
に
書
い
た
、「
時
間
は
前
後
を
有
す
る

が
、
永
遠
は
前
後
を
有
せ
ず
、
ま
た
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
事

が
な
い
」、「
永
遠
は
完
全
な
一
瞬
時
に
あ
る
、
こ
れ
は
無
限
な

生
命
の
全
所
有
で
あ
る
」
と
。
即
如
を
離
れ
て
絶
対
時
の
意
味

は
な
い
。
絶
対
時
と
は
、「
結
合
せ
ら
れ
た
時
間
」
で
あ
る
。

未
分
の
時
間
で
あ
る
。
前
後
を
容
れ
ぬ
時
間
で
あ
る
。
言
い
う

る
な
ら
過
去
未
来
を
持
た
ぬ
現
在
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
で
あ

る
。
時
間
と
す
ら
言
い
得
ぬ
こ
の
刹
那
で
あ
）
31
（

る
。

　
刹
那
と
は
絶
対
時
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
結
合
さ
れ
た
時

間
」「
未
分
の
時
間
」「
前
後
を
容
れ
ぬ
時
間
」「
過
去
未
来
を
持
た

ぬ
現
在
」
な
ど
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
時
間
と
さ
え
言
い
得
ぬ

本
当
の
瞬
間
た
る
刹
那
に
「
時
間
の
秘
事
」
が
あ
る
。
氏
は
さ
ら
に

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
や
パ
ル
メ
ニ
デ
）
32
（
ス
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
）
33
（
ス
の
言

葉
な
ど
を
引
用
し
て
、
刹
那
＝
永
遠
の
今
を
説
く
。
そ
し
て
、
こ
の

刹
那
に
第
一
者
が
あ
り
、
神
が
あ
り
、
霊
の
示
現
が
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
柳
氏
は
永
遠
と
は
永
遠
の
現
在
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
永
え
の
若
さ
」
で
あ
る
と
い
う
。
氏
は
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
レ
）
34
（
ア
と
手

掛
け
た
作
品
『
墓
場
』（The grave, a poem

）
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ブ
レ
イ
ク
の
挿
絵
（
銅
版
画
）「
死
の
扉
」
な
る
画
を
挙
げ
て
、
墓

に
入
ろ
う
と
す
る
老
人
の
姿
に
で
は
な
く
、
墓
上
に
描
か
れ
た
若
者

の
姿
に
着
目
す
る
。「
彼
は
墓
上
に
一
人
の
若
者
を
描
い
た
。
彼
の

顔
は
悦
び
に
満
ち
、
眼
は
高
く
天
空
を
望
ん
で
い
る
。
太
陽
は
背
光

の
ご
と
く
輝
い
て
不
死
の
栄
光
を
告
げ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

不
死
に
対
す
る
信
仰
が
こ
の
一
枚
に
託
さ
れ
て
い
る
。
永
遠
は
そ
れ

自
ら
不
滅
で
あ
る
。
永
え
の
春
で
あ
る
」
と
述
べ
る
と
き
、
こ
の
永

遠
・
不
死
・
永
劫
は
活
き
活
き
と
し
た
若
者
の
姿
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
。

　
　
　
死
の
否
定
が
永
生
で
は
な
い
。
不
死
は
死
が
あ
っ
て
も
可
能

で
あ
る
。
死
は
霊
の
妨
げ
に
は
な
ら
ぬ
。「
我
れ
を
信
ず
る
者



柳
宗
悦
の
宗
教
思
想
（
岡
島
）

73─　   ─

は
死
ぬ
る
と
も
生
く
べ
し
」
と
イ
エ
ス
は
告
げ
た
。
真
の
永
生

に
お
い
て
は
時
間
が
失
わ
れ
る
よ
う
に
、
死
の
障
害
す
ら
無
い

の
で
あ
る
。
死
は
不
死
の
否
定
に
は
な
ら
ぬ
。
不
死
と
は
そ
れ

自
身
の
不
死
で
あ
る
。
歳
月
の
停
止
、
肉
体
の
消
滅
は
不
死
の

信
仰
の
つ
ま
づ
き
に
は
な
ら
）
35
（
ぬ
。

　
こ
の
文
に
続
く
の
は
聖
パ
ウ
）
36
（
ロ
の
「
或
い
は
生
き
或
い
は
死
す
と

も
吾
れ
等
皆
主
の
も
の
な
り
」
と
の
言
と
『
楞
伽
経
』
の
「
大
般
涅

槃
は
不
壊
不
死
な
り
」
の
言
句
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
宗
教
は
畢

竟
、
不
死
の
信
念
に
彼
が
最
後
の
福
音
を
示
す
の
で
あ
る
」
と
結
ば

れ
て
い
る
。
本
論
の
時
の
解
明
は
不
死
＝
永
生
の
信
念
の
問
題
へ
と

向
け
ら
れ
て
い
る
。

結
　
語

　
こ
う
し
た
絶
対
時
の
探
求
は
一
定
の
了
解
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
、
柳
氏
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
探
求
は
結
局
論
理
を
越
え

た
体
験
の
領
域
や
信
念
の
領
域
へ
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
我
々
は
こ
の
絶
対
時
の
探
求
の
帰
結
に
含
ま
れ
る
主

観
的
傾
向
を
ど
の
よ
う
に
普
遍
化
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
課
題
に
逢

着
す
る
。
氏
は
「
な
べ
て
科
学
よ
り
も
詩
歌
が
鋭
い
内
面
の
理
解
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
詩
歌
が
も
た
ら
す
共
鳴

0

0

は
論
理
的
説
明

の
も
た
ら
す
普
遍
化

0

0

0

と
は
異
な
る
手
法
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
異
な
る

二
つ
の
領
域
を
結
ん
で
、
論
理
に
立
脚
し
つ
つ
霊
感
に
導
か
れ
た
詩

歌
な
ど
の
言
句
を
駆
使
し
て
持
論
を
補
強
し
て
い
る
。
氏
の
類
ま
れ

な
る
広
範
な
見
識
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
探
求
は
成
立
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
記
す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
絶
対
時
の
体
得
・
体
認
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
日
常
生
活
の
中
で
絶

対
時
を
知
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。「
寸
暇
を
惜
し
む
」
と
い
う
の
で

は
未
だ
作
為
が
入
り
込
ん
で
い
る
。「
寝
食
を
忘
れ
る
」
と
い
っ
た

体
験
の
中
に
我
々
は
絶
対
時
の
疑
似
的
体
験
を
見
出
し
う
る
の
で
は

な
い
か
。
日
常
生
活
の
中
で
我
々
が
時
間
を
意
識
す
る
こ
と
は
思
い

の
ほ
か
少
な
い
。
出
来
事
の
過
程
で
集
中
力
が
何
か
の
理
由
で
薄
れ

る
よ
う
な
場
合
に
、
意
識
が
時
の
経
過
を
振
り
返
る
こ
と
も
あ
る

が
、
む
し
ろ
時
間
を
意
識
す
る
の
は
出
来
事
の
終
了
し
た
後
の
感
慨

の
中
で
あ
っ
た
り
す
る
。
あ
る
い
は
待
ち
合
わ
せ
の
場
面
の
よ
う

に
、
来
る
べ
き
時
を
待
ち
わ
び
る
よ
う
な
場
合
に
も
我
々
は
時
間
を

意
識
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
日
常
の
中
で
我
々
は
時
間
を
忘
れ
て
い
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る
。
た
だ
、
出
来
事
へ
の
集
中
・
熱
中
と
い
う
体
験
に
お
い
て
の
み

別
の
意
味
で
時
間
を
忘
却
し
て
実
存
の
充
実
感
と
高
揚
感
を
感
じ

る
。
こ
の
よ
う
な
偶
発
的
な
疑
似
体
験
以
外
に
は
、
瞑
想
体
験
や
宗

教
的
忘
我
体
験
に
よ
っ
て
絶
対
時
の
直
得

0

0

が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。

　
最
後
に
、
本
論
で
は
現
代
科
学
（
現
代
物
理
学
や
天
文
学
な
ど
）

の
知
見
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
論
は
柳
宗
悦
の
時
間

論
の
分
析
解
明
の
域
を
出
な
い
。
柳
氏
の
時
代
以
降
に
生
ま
れ
た
時

間
に
関
す
る
議
論
や
多
く
の
仮
説
を
考
慮
す
れ
ば
、
異
な
っ
た
思
索

が
喚
起
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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