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四

お
わ
り
に

一

は
じ
め
に

今
回
麗
澤
大
学
開
学
五
〇
周
年
と
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
創
立
七
五
周
年
記

念
行
事
の
一
環
と
し
て
、
標
記
の
題
で
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
廣
池
千

九
郎
を
と
り
あ
げ
た
の
は
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
創
立
者
と
し
て
当
然
で
あ

る
が
、
ト
イ
ン
ビ
ー
を
と
り
あ
げ
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
本
年
二
〇
〇
九
年

は
ト
イ
ン
ビ
ー
生
誕
一
二
〇
年
で
あ
り
且
つ
当
研
究
所
創
立
者
の
孫
に
当
た

る
廣
池
千
太
郎
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
所
長
が
、
ト
イ
ン
ビ
ー
に
大
変
関
心
を

持
た
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
一
九
七
二
年
四
月
二
六
日
、
ト
イ
ン
ビ
ー
を
ロ
ン

ド
ン
の
お
宅
に
訪
問
さ
れ
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
ト
イ
ン
ビ
ー
に
紹
介
さ
れ
た
。

そ
の
際
不
肖
筆
者
が
通
訳
の
任
に
当
た
っ
た
。
枯
淡
の
境
に
あ
り
、
に
こ
や

か
に
イ
エ
ス
、
イ
エ
ス
と
相
槌
を
打
た
れ
る
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
の
お
姿
は
、

今
な
お
私
の
脳
裏
に
深
く
き
ざ
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
ご
縁
の
橋
渡
し

を
し
て
下
さ
っ
た
の
は
若
泉
敬
教
授
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
う
い
う
機
縁
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
外
在
的
機
縁
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
こ
の
標
題
の
よ
う
に
ト
イ
ン
ビ
ー
と
廣
池
と
を
結
び
つ
け
て
論
ず
る
理

由
は
何
か
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
論
文
の
主
目
的
で
あ
る
。

二
一



両
者
を
結
び
つ
け
る
と
考
え
ら
れ
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
高
等
宗
教
と
、
廣
池
の

最
高
道
徳
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二

ト
イ
ン
ビ
ー
の
高
等
宗
教

ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
（
一
八
八
九
｜
一
九
七
五
）
は
、
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
時
代
末
期
の
知
的
中
産
階
級
に
生
ま
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
で

あ
る
。
彼
の
母
イ
ー
ジ
ス
・
サ
ラ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
（E

d
ith S

a
la
h T

o
y
n
-

b
ee

）
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ニ
ュ
ー
ナ
ム
・
コ
レ
ッ
ジ
の
最
初
の
歴
史
専

攻
の
学
生
で
、
し
か
も
最
優
秀
で
卒
業
し
た
才
媛
で
あ
っ
た
。

彼
女
の
受
け
た
歴
史
教
育
は
当
時
最
新
の
歴
史
教
育
で
、
一
国
の
歴
史
、

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
史
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ト
イ
ン
ビ

ー
は
男
の
子
で
あ
っ
た
の
で
、
ラ
テ
ン
語
は
七
歳
か
ら
ギ
リ
シ
ア
語
は
一
〇

歳
か
ら
徹
底
的
に
仕
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
教
育
は
十
五
世
紀
イ
タ
リ

ア
の
教
育
を
そ
の
ま
ま
移
植
し
た
よ
う
な
も
の
で
、
英
語
よ
り
も
も
っ
と
ラ

テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
に
習
熟
す
る
と
い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ギ
リ

シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
が
ト
イ
ン
ビ
ー
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
ホ
ー
ム
・
グ
ラ
ウ

ン
ド
の
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
見
る
と
、
彼
が
『
試
練
に

立
つ
文
明
』
の
中
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、“o

u
tla
n
d
ish
”

（
僻
地
）
の

よ
う
に
見
え
た
。
た
し
か
に
地
図
を
開
い
て
み
る
と
イ
ギ
リ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
陸
の
西
の
島
国
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
的
に
も
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
と
流

れ
る
歴
史
の
主
流
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
こ
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
は
勝
敗
が
決
し
た
も
の
で
、
因
果
律

を
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
こ
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー

マ
古
典
世
界
か
ら
大
局
的
な
歴
史
を
学
ん
だ
（E

xperien
ces,

p
.
108.

『
回
想

録
』
Ⅰ
、
一
四
四
）
。

ト
イ
ン
ビ
ー
が
国
民
史
か
ら
も
っ
と
大
き
な
文
明
論
に
向
か
う
精
神
は
ギ

リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
の
全
体
論
（‘h

o
listic’

v
iew

）
を
学
ん
だ
か
ら

で
あ
る
が
（p

.
108

）
、
そ
し
て
彼
は
一
文
明
を
「
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て

理
解
可
能
な
歴
史
的
研
究
領
域
」（a

n in
tellig

ib
le field o

f h
isto

rica
l

 
stu
d
y

）
と
名
付
け
て
い
る
。
し
か
し
文
明
史
を
研
究
す
る
う
ち
に
、
文
明

研
究
も
本
当
の
意
味
で
はa

n in
tellig

ib
le field o

f h
isto

rica
l stu

d
y

で
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
該
文
明
の
外
か
ら
蛮

族
の
襲
撃
を
受
け
た
り
、
他
文
明
産
の
宗
教
が
侵
入
し
て
そ
の
文
明
の
性
格

を
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

た
と
え
ば
シ
リ
ア
産
の
キ
リ
ス
ト
教
が

ロ
ー
マ
帝
国
に
入
っ
て
き
て
、
ロ
ー
マ
世
界
を
根
底
か
ら
変
え
て
し
ま
う
と

い
う
例

な
ど
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
明
優
先
史
観
か
ら
高
等
宗
教
優
先
史
観
へ
の
大
き

な
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

世
界
国
家
（
た
と
え
ば
ロ
ー
マ
帝
国
）
と
世
界
教
会
（
た
と
え
ば
キ
リ
ス

二
二
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ト
教
）
の
関
係
は
、
世
界
国
家
が
衰
え
る
に
つ
れ
て
世
界
教
会
が
盛
ん
に
な

る
の
を
み
て
、
世
界
国
家
に
ひ
そ
む
癌
と
し
て
教
会
を
み
る
見
解
が
生
じ

た
。
さ
ら
に
歴
史
の
進
行
と
と
も
に
、
教
会
は
文
明
の
不
吉
な
破
壊
者
で
は

な
く
、
次
の
文
明
の
発
生
と
の
危
険
な
空
白
期
を
通
じ
て
生
命
の
貴
重
な
萌

芽
を
保
存
す
る
蛹
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
見
解
が
生
じ
た
（「
蛹
と
し
て
の

教
会
」

二
三
｜
六
九
）
。
し
か
し
広
く
歴
史
を
調
べ
る
と
、
こ
れ
は
例
外
的

で
蛹
と
し
て
の
教
会
は
文
明
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
種
の
社
会
の
生
命
に
と

っ
て
必
須
で
は
な
か
っ
た
（

六
八
）
と
し
て
こ
の
見
解
も
拒
け
ら
れ
る
。

最
後
に
残
っ
た
の
は
「
高
次
の
種
の
社
会
と
し
て
の
教
会
」（

六
九
｜
二
五

三
）
で
あ
る
。
私
た
ち
は
『
歴
史
の
研
究
』
を
読
み
進
ん
で
い
る
う
ち
に
ど

う
も
ト
イ
ン
ビ
ー
の
視
点
が
従
来
と
変
わ
っ
て
き
た
と
薄
々
感
じ
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
大
変
な
転
換
が
起
こ
っ
た
と
知
る
の

で
あ
る
。
一
口
に
高
等
宗
教
優
先
史
観
と
言
っ
て
も
、
こ
こ
へ
至
る
変
化
は

容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
原
著A

 
S
tu
d
y of H

istory
は
全
一
二

巻
で
日
本
語
訳
の
『
完
訳

歴
史
の
研
究
』
は
全
二
五
巻
の
大
著
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
に
最
初
の
三
巻
（『
完
訳

歴
史
の
研
究
』
一
九
六
九
｜

七

〇
）、
一
九
三
九
年
に
原
著
四
｜
六
巻
（『
完
訳

歴
史
の
研
究
』
一
九
七

〇
）
が
出
た
。
そ
れ
ま
で
に
大
体
文
明
を
主
と
し
て
取
扱
っ
て
き
た
。

文
明
は
誕
生
し
、
成
長
し
、
や
が
て
挫
折
す
る
。
そ
の
後
解
体
期
が
き
て

そ
の
う
ち
に
い
く
つ
か
の
地
方
国
家
が
他
を
ノ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
し
て
世
界
国
家

を
つ
く
る
。
通
常
の
考
え
で
い
え
ば
、
こ
の
世
界
国
家
の
成
立
が
歴
史
の
完

成
だ
と
思
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
そ
の
世
界
国
家
は
、
支
配
者
層
と
抑
圧

さ
れ
た
内
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
そ
の
世
界
国
家
の
外
に
あ
っ
て
そ
の
世

界
国
家
を
襲
お
う
と
ね
ら
っ
て
い
る
外
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
（
蛮
族
）
と

三
つ
に
分
裂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
例
で
い
え
ば
内
的
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
弾
圧
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
外
的
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
は
ゲ
ル
マ
ン
の
蛮
族
で
あ
る
。
弾
圧
さ
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
キ

リ
ス
ト
教
徒
は
結
局
信
仰
を
深
め
、
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
的
ロ
ー
マ
を
つ
く

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
苦
難
を
通
し
て
学
ん
だ
」
と
か
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス

の
パ
セ
イ
・
マ
ソ
ス
（π

α
θει

μ
α
θο
ϛ

）
と
か
、「
ヘ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
」

に
あ
る
よ
う
に
「
主
は
愛
す
る
者
を
鍛
え
、
子
と
し
て
受
け
入
れ
る
者
を

皆
、
鞭
打
た
れ
る
」（「
ヘ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
」
一
二
章
六
節
）
と
い
う
こ
と
が
、

歴
史
的
実
例
を
通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ト
イ
ン
ビ
ー
の
高
等
宗
教
優
先
史
観
は
「
苦
難
に
よ
る
啓
示
」（

七
五
｜

八
〇
）
以
下
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
原
著
第
六
巻
か
ら
出
て
く
る
が
、
第
七
巻
で
歴
然

と
宗
教
が
主
と
な
る
考
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
い
う
宗

教
は
高
等
宗
教
（
原
文
で
はh

ig
h
er relig

io
n

。
別
の
邦
訳
で
は
高
度
宗

教
）
で
あ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
宗
教
をh

ig
h
er

とlo
w
er

に
分
け
て
い
る

が
、
前
者
は
人
間
の
魂
を
宇
宙
の
精
神
的
実
在
と
結
び
つ
け
る
働
き
を
す

トインビーの高等宗教と廣池千九郎の聖人研究

二
三



る
。
後
者
は
人
間
的
権
力
、
富
、
偶
像
、
呪
術
な
ど
と
関
係
づ
け
る
も
の
と

し
て
い
る
。

H
ig
h
er relig

io
n

は
「
人
間
が
宇
宙
の
究
極
的
精
神
的
実
在
と
直
接
人

格
的
関
係
に
入
ら
せ
る
事
を
可
能
な
ら
し
め
る
宗
教
」
で
あ
る
と
ト
イ
ン
ビ

ー
は
言
う
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
歴
史
家
で
あ
る
の
で
、
こ
の
地
球
上
に
現
れ
た

こ
の
よ
う
な
宗
教
は
い
く
つ
あ
っ
た
か
、
と
い
う
と
二
九
個
あ
る
と

S
tu
d
y
,
V
II,
771

に
あ
る
。
他
に
大
乗
仏
教
の
分
派
の
重
複
が
あ
り
、
必
ず

し
も
正
確
で
な
い
。
彼
が
主
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、

ユ
ダ
ヤ
教
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
六

つ
で
あ
る
。

そ
れ
を
ト
イ
ン
ビ
ー
に
従
っ
て
表
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
三
〇
頁

参
照
）
。
こ
の
表
で
神
観
と
あ
る
と
こ
ろ
が
宇
宙
の
究
極
的
精
神
的
実
在
に

当
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
宗
教
に
よ
っ
て
全
く
同
一
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ト
イ

ン
ビ
ー
は
人
類
的
立
場
か
ら
は
、「
ど
の
宗
教
も
精
神
の
永
久
的
要
求
を
す

べ
て
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
普
遍
的
で
は
な
い
」（S

tu
d
y
,
V
II,

721.

『
完
訳
』
ⅩⅤ
、
六
〇
〇
）
と
い
う
。
自
分
の
信
じ
て
い
る
宗
教
が
自
分
に

と
っ
て
絶
対
だ
と
信
じ
て
も
、
他
の
人
が
信
じ
て
い
る
宗
教
を
認
め
ず
排
斥

す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
宗
教
戦
争
が
起
こ
っ
て
き
た
。
心
を
広
く
し
、「
各
高

等
宗
教
の
信
者
は
お
互
い
に
共
通
点
を
認
め
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（『
完
訳
』
ⅩⅤ
、
一
〇
九
）
。
こ
こ
か
ら
世
界
の
平
和
を
建
設
す
る
道
が
開
け
る
。

１

シ
マ
ク
ス
信
者

ト
イ
ン
ビ
ー
が
世
界
の
高
等
宗
教
を
研
究
し
た
結
論
は
、
真
理
・
救
い
の

道
は
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
自
分
は
シ
マ
ク

ス
（Q

.
A
u
reliu

s,
S
y
m
m
a
ch
u
s,
ca
.
345

ca
.
402

）
信
者
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
。
シ
マ
ク
ス
は
「
そ
の
よ
う
な
偉
大
な
神
秘
の
真
髄
は
唯
一
つ
の
道
を

た
ど
っ
た
の
で
は
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（『
完
訳
』
ⅩⅤ
、
一
〇
八
。

S
tu
d
y
,
V
II,
442

）
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
神
が
人
間
を
多
様
に
創
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（『
完
訳
』
ⅩⅤ
、
一
〇
八
。S

tu
d
y
,
V
II,
442

）
。

そ
し
て
心
理
的
に
多
様
な
人
間
の
魂
は
、
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
神
の
示
現

を
見
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
レ
ン
ズ
を
必
要
と
す
る
。」
と
ト
イ
ン
ビ
ー
は

述
べ
、
こ
こ
に
ユ
ン
グ
の
心
理
類
型
に
基
づ
い
て
、
高
等
宗
教
を
解
釈
し
よ

う
と
す
る
。

イ
ン
ド
起
源
の
二
つ
の
宗
教
、
す
な
わ
ち
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
仏
教
の
見
地

で
は
、
窮
極
の
実
在

ヒ
ン
ズ
ー
教
神
学
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
仏
教
の
涅
槃

は
非
人
格
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
近
づ
く
道
は
意
識
的
人
格
が
、
潜
在

意
識
の
な
か
に
そ
れ
自
身
を
位
置
づ
け
る
よ
う
に
内
面
に
向
か
う
こ
と
に
よ

っ
て
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
起
源
の
二
つ
の
宗
教
、
す
な

わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
見
地
で
は
、
窮
極
の
実
在
は
人
格
的
な

二
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神
で
あ
り
、
神
に
近
づ
く
道
は
、
人
間
の
魂
が
人
格
の
放
棄
で
は
な
く
て
、

人
間
の
人
格
の
存
在
理
由
で
あ
り
完
成
で
あ
る
神
と
の
交
わ
り
に
入
る
た
め

に
外
に
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
。」（『
完
訳
』
ⅩⅤ
、
六
〇
四
｜
六

〇
五
。S

tu
d
y
,
V
II,
724

）
と
述
べ
て
い
る
。

ト
イ
ン
ビ
ー
が
自
ら
を
シ
マ
ク
ス
信
者
と
宣
言
す
る
文
章
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

筆
者
が
「
貴
下
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
他
の
高
等
宗
教
が
精
神
的
真
理
の

独
占
的
、
決
定
的
な
啓
示
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
信
ず
る
か
信
じ
な
い
か
」

と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
筆
者
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。「
私
は
そ
う
い
う
こ

と
は
信
じ
な
い
。
私
は
そ
の
よ
う
な
主
張
は
誤
り
で
あ
り
、
同
時
に
罪
悪
で

あ
る
と
信
じ
る
。
神
の
光
の
独
占
権
を
も
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
教
会
は
ヒ

ュ
ブ
リ
ス
〔
成
功
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
心
的
、
道
徳
的
平
衡
の
喪
失
〕
の

罪
を
犯
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
他
の
宗
教
は
神
が
一
部
の

人
々
に
そ
れ
自
身
を
啓
示
す
る
た
め
に
選
ん
だ
充
分
な
道
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
教
会
は
、
冒
涜
の
罪
を
犯
し
て
い
る
よ
う
に

私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
の
教
義
を
信
奉
し
な
け
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
称
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
私
は
自
分
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
呼
ぶ
資

格
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
自
分
を
シ
マ
ク
ス
教
信
者
（
本
巻
一
〇
七
｜
八
ペ
ー

ジ
参
照
）
と
呼
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。〞
そ
の
よ
う
に
偉
大
な
神
秘
の
核

心
は
、
一
つ
の
道
だ
け
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
到
達
し
得
な
い
〝
と

い
う
シ
マ
ク
ス
の
信
仰
告
白
は
、
知
性
に
於
て
も
感
情
に
於
て
も
私
が
放
棄

で
き
な
い
信
条
で
あ
る
。

著
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
に
対
す
る
シ
マ
ク
ス
の
挑

戦
は
千
五
百
年
以
上
経
っ
た
今
日
で
も
、
解
決
し
て
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教

的
ロ
ー
マ
帝
国
政
府
の
シ
マ
ク
ス
に
対
す
る
報
復
で
あ
っ
た
弾
圧
的
な
実
力

行
使
は
も
ち
ろ
ん
解
決
で
は
な
か
っ
た
。」（『
完
訳
』
一
五
巻
、
八
五
ペ
ー
ジ
。

原
著
で
はV

II,
428-429

）
と
あ
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
多
様
性
の
価
値
を
挙
げ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、「
唯
一
の
真
の
神
に
近
づ
く
人
間
の
道
は
一
つ
で
は
な
い
。
と
い

う
の
は
、
人
間
性
に
は
神
の
創
造
的
事
業
の
証
拠
で
あ
る
実
り
ゆ
た
か
な
多

様
性
の
刻
印
が
押
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（『
完
訳
』
一
五
巻
、
一
〇
八
ペ

ー
ジ
）
。

２

現
象
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
追
究

ト
イ
ン
ビ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
作
家
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
白
鯨
』

を
引
用
し
て
い
る
が
、
両
者
の
現
象
（
あ
る
い
は
仮
象
と
言
っ
た
ら
よ
い
か

も
し
れ
な
い
が
）
は
、
仮
象
の
背
後
に
潜
む
、
あ
る
い
は
潜
ん
で
い
な
い
実

在
を
ど
こ
ま
で
も
探
究
す
る
心
性
に
お
い
て
は
似
て
い
る
。
次
に
メ
ル
ヴ
ィ

ル
か
ら
二
つ
引
用
す
る
。

エ
イ
ハ
ブ
船
長
は
言
う
。「
も
う
一
度
よ
く
聞
け

少
し
ば
か
り
深
い
所

二
五

トインビーの高等宗教と廣池千九郎の聖人研究



の
話
だ
ぞ
。
あ
の
な
、
眼
に
見
え
る
も
の
は
、
全
て
こ
れ
、
ボ
ー
ル
紙
の
仮

面
に
す
ぎ
ぬ
。
だ
が
な
、
一
つ
一
つ
の
出
来
事
に
は

現
実
の
行
動
、
眼

に
見
え
る
行
為
と
い
う
も
の
に
は
だ
、
何
か
分
か
ら
ぬ
が
筋
道
の
通
っ
た
も

の
が
奥
に
あ
っ
て
、
こ
れ
が
筋
道
の
通
ら
ぬ
仮
面
の
背
後
か
ら
、
そ
の
型
の

特
徴
を
押
し
出
し
て
い
る
の
だ
。
人
間
、
何
か
を
ぶ
ち
壊
す
と
あ
れ
ば
、
そ

の
仮
面
を
こ
そ
ぶ
ち
壊
せ

」（
第
三
六
章
、
一
六
九
ペ
ー
ジ
。
原
文
で
はp

.

161

）わ
れ
わ
れ
が
白
々
と
流
れ
る
天
の
河
の
淵
を
眺
め
る
と
き
に
、
漠
然
と

な
が
ら
も
、
宇
宙
の
非
情
な
空
虚
と
広
漠
と
を
感
得
し
、
背
後
か
ら
虚
無
の

感
じ
に
突
き
刺
さ
れ
る
思
い
が
す
る
の
は
、
そ
の
白
の
色
の
な
ん
と
も
把
え

が
た
い
曖
昧
な
本
質
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か

」（
メ
ル
ヴ
ィ
ル
『
白
鯨
』
野

崎
孝
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
刊
、
第
四
二
章
、
二
〇
一
ペ
ー
ジ
。H

er-

m
a
n M

elv
ille,

M
oby D

ick
,
N
ew
to
n A

rv
in
,
p
.
192

）

メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
『
白
鯨
』
を
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
に
献
げ
て

い
る
が
、
一
八
五
六
年
一
一
月
一
二
日
イ
ギ
リ
ス
は
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
駐
在
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
領
事
の
ホ
ー
ソ
ー
ン
を
訪
ね
て
い
る
。
両
者
は
長
時
間
の

散
歩
の
後
、
砂
丘
の
窪
み
に
坐
り
こ
ん
で
、
語
る
。「
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
摂
理

と
か
人
知
の
及
ば
な
い
こ
と
（“b

ey
o
n
d h
u
m
a
n k

en
”

）
を
推
論
し
て
い

く
。（
中
略
）
彼
は
明
確
な
信
仰
を
持
つ
ま
で
、
心
が
安
ら
ぎ
を
持
つ
こ
と

は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
丁
度
こ
の
砂
丘
の
よ
う
に
陰
鬱
で
単
調
な
砂
漠
を

あ
ち
こ
ち
さ
ま
よ
っ
て
い
た
と
思
う
。
彼
は
信
ず
る
こ
と
も
、
不
信
仰
で
い

る
こ
と
に
も
落
着
け
な
い
。
彼
は
余
り
に
も
正
直
で
勇
敢
で
あ
る
の
で
、
ど

ち
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
は
宗
教
的
な
人
間
で
あ
る
な
ら
、
も

っ
と
も
宗
教
的
で
敬
虔
な
人
物
で
あ
ろ
う
。
彼
は
真
に
高
邁
で
高
貴
な
性
格

を
も
っ
て
お
り
、
大
抵
の
者
よ
り
不
滅
性
に
よ
り
適
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。」

（T
h
e C

en
ten

a
ry E

d
itio

n o
f th

e W
o
rk
s o
f N

a
th
a
n
iel H

o
w
th
o
rn
e,v

o
l. 22,

T
h
e E

n
glish N

otebooks,
1
8
5
6
1
8
6
0
,
O
h
io S

ta
te U

n
iv
ersity P

ress,
1997,

p
.
163

）

ト
イ
ン
ビ
ー
が
百
年
前
の
ア
メ
リ
カ
の
作
家
メ
ル
ヴ
ィ
ル
を
引
用
し
て
い

る
の
は
面
白
い
。
共
感
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ト
イ
ン
ビ
ー
が
文
明
優
先
史
観
か
ら
高
等
宗
教
優
先
史
観
に
変
わ
る
こ
ろ

と
奇
し
く
も
重
な
る
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
四
六
年
の
十
年
間
は
、
諸
々
の

家
庭
の
不
幸
と
重
な
っ
て
い
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
三
人
の
息
子
に
恵
ま
れ
た

が
、
長
男
ア
ン
ト
ニ
ー
は
ド
イ
ツ
留
学
中
の
失
恋
に
よ
る
ピ
ス
ト
ル
自
殺
を

は
か
り
、
そ
れ
が
も
と
に
な
り
、
数
日
の
後
、
苦
し
み
な
が
ら
死
亡
、
二
男

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
共
産
党
入
党
、
そ
し
て
三
男
ロ
ー
レ
ン
ス
は
苦
労
を
か
け
た

の
ち
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
寄
宿
制
中
・
高
等
学
校
入
学
、
そ
こ
で
ト
イ
ン
ビ
ー

と
三
十
数
年
の
往
復
書
簡
を
書
く
こ
と
に
な
る
コ
ル
ン
バ
（C

o
lu
m
b
a

 
C
a
ry

E
lw
es

）
と
知
り
合
う
か
ら
人
生
は
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
ト
イ
ン

ビ
ー
の
伝
記
を
書
い
た
マ
ク
ニ
ー
ル
は
息
子
た
ち
をb

a
d
n
ess

（
不
良
）

二
六
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と
評
し
て
い
る
。
勿
論
ト
イ
ン
ビ
ー
の
息
子
さ
ん
た
ち
だ
か
ら
不
良
と
い
う

の
は
可
愛
そ
う
で
あ
る
。
何
し
ろ
父
親
が
偉
大
で
巨
大
な
歴
史
家
を
志
し
て

い
た
か
ら
、
幼
少
年
期
の
息
子
た
ち
と
遊
ん
で
や
る
暇
も
余
裕
も
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
妻
の
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
の
態
度
も
同
じ
で
あ

る
。
あ
れ
ほ
ど
女
神
の
よ
う
に
貴
族
の
娘
ロ
ザ
リ
ン
ド
を
熱
愛
し
な
が
ら
妻

と
調
子
を
合
わ
せ
て
接
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
ト
イ
ン
ビ
ー
。
こ
れ
は

中
津
藩
士
の
娘
で
あ
っ
た
廣
池
千
九
郎
の
妻
は
る
と
そ
の
文
化
的
背
景
が
違

っ
て
い
た
。
廣
池
は
「
私
が
博
士
に
な
っ
た
の
は
妻
の
お
か
げ
な
り
」
と
妻

に
謝
辞
を
述
べ
た
の
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

ト
イ
ン
ビ
ー
の
場
合
、
さ
ら
に
父
の
発
狂
、
母
の
夫
に
対
す
る
看
病
、
母

自
身
の
病
の
後
に
一
九
三
九
年
死
亡
、
二
年
後
父
も
死
去
、
そ
し
て
妻
ロ
ザ

リ
ン
ド
は
別
居
し
一
九
四
六
年
協
議
離
婚
、
本
人
自
身
の
不
安
、
精
神
科
医

ペ
イ
ン
女
史
の
治
療
を
受
け
る
と
か
、
悩
み
の
種
は
つ
き
な
か
っ
た
。

私
の
驚
く
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
苦
難
の
う
ち
に
も
執
筆
活
動
は
止
む
こ

と
な
く
、
文
明
の
苦
難
の
時
期
に
あ
る
解
体
期
の
諸
巻
が
生
ま
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。
普
通
の
人
間
な
ら
絶
望
し
て
仕
事
を
止
め
る
で
あ
ろ
う
が
、
ト
イ

ン
ビ
ー
は
悩
み
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ま
す
ま
す
仕
事
に
励
む
よ
う
に
自
分

を
し
む
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
常
人
と
違
う
所
で
あ
る
。

上
の
よ
う
な
こ
と
に
ト
イ
ン
ビ
ー
自
身
はA

 
S
tu
d
y of H

istory

で
は

二
箇
所
簡
単
に
触
れ
て
い
る
だ
け
で
、
と
て
も
読
者
と
し
て
は
く
わ
し
く
分

か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
し
が
み
つ
い
て
得
て
（A

m
-

p
lex

u
s ex

p
ecta

）」
と
一
九
三
六
年
の
夏
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
ア
ン
プ
ル
フ

ォ
ー
ス
修
道
院
の
十
字
架
か
ら

‘A
m
p
lex

u
s ex

p
ecta

’

と
彼
に
呼
び
か

け
て
い
る
声
を
肉
体
的
病
と
精
神
的
苦
痛
の
と
き
夢
の
中
で
き
い
た
（IX

,

634-635

）
。

そ
し
て
精
神
分
析
の
女
医D

r.
S
y
lv
ia M

a
y P

a
y
n
e

（
一
八
八
〇
｜
一

九
七
六
）
の
治
療
を
受
け
た
こ
と
を
、
や
っ
とS

tu
d
y
,
X
,
237

で
三
行
ト

イ
ン
ビ
ー
は
書
い
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
『
研
究
』
の
読
者
は
精

神
科
医
の
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、P

ep
er

編
の
『
歴

史
家
の
良
心
』
に
は
何
箇
所
か
出
て
お
り
、
さ
ら
に
ピ
ー
パ
ー
さ
ん
の
過
不

及
の
な
い
正
確
な
注
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
ト
イ
ン
ビ
ー
の
悩
み
を
知
る
に
至

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
先
程
の
『
研
究
』（X

,
237

）
に
言
及
し
た
ペ
イ
ン
博

士
の
次
に
、
ダ
ン
テ
の
神
曲
の
扉
部（

I,
4-6

）
の
有
名
な
暗
い
森
の
所
が
原

語
で
三
行
引
用
さ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
こ
の
こ
と
を

韜
晦
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

P
ep
er

とM
cN
eill

の
伝
記
が
出
る
ま
で
は
、
世
の
ト
イ
ン
ビ
ー
学
者
た

ち
も
、
何
故
原
著S

tu
d
y

の
第
七
巻
の
変
化
が
起
き
た
か
深
い
と
こ
ろ
は

分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

苦
難
に
あ
る
文
明
に
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
解
体
期
に
お
け
る
文
明
に
お
い

て
、
高
等
宗
教
は
如
何
な
る
役
割
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
原
著S

tu
d
y

の
第

二
七
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七
巻
、p

p
.
381-568

（『
完
訳
』

三
｜
三
二
七
）
で
、
そ
れ
が
詳
述
さ
れ
て

い
る
。
苦
難
の
極
ま
る
と
こ
ろ
、
人
間
は
信
仰
を
持
っ
て
い
る
場
合
「
人
間

が
そ
の
意
志
を
創
造
主
に
委
ね
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
行
動
を
（
中
略
）

神
の
用
に
捧
げ
る
場
合
に
の
み
、
こ
の
神
の
よ
う
な
活
動
が
人
間
に
可
能
に

な
る
」（

二
三
八
）
。

神
へ
の
奉
仕
を
自
己
利
益
と
同
一
視
し
、
そ
れ
故
、
行
動
の
分
野
を
神

の
視
角
か
ら
見
る
聖
者
の
心
に
於
て
の
み
、
利
己
主
義
は
本
当
に
啓
蒙
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
行
動
の
動
機
と
し
て
実
際
に
有
効
な
の
で
あ
る
」

（

二
四
六
）
。

か
く
し
て
ト
イ
ン
ビ
ー
は
至
純
な
る
神
の
心
に
一
致
す
る
精
神
の
み
が
大

き
な
力
を
発
す
る
と
云
う
。
上
記
引
用
は
、
高
等
宗
教
の
本
質
を
よ
く
つ
い

て
い
る
（「
引
退
と
復
帰
」

四
八
八
｜
四
九
二
。W

ith
d
raw

al
an
d
R
etu
rn
,

X
II,
263-266

）
。

ト
イ
ン
ビ
ー
は
偉
人
の
生
涯
に
引
退
と
復
帰
の
現
象
が
あ
る
と
い
う
。

廣
池
は
昭
和
三
年
四
月
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
最
初
の
著
書
の
印
刷
着
手
の
時
、

妻
春
子
に
楽
焼
を
贈
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
書
か
れ
た
文
章
の
中
に
曰
く
、

「
予
不
徳
ニ
シ
テ
中
途
大
患
ニ
罹
リ

之
ガ
為
ニ
世
ニ
隠
レ
テ
新
科
学
モ
ラ

ロ
ヂ
ー
ヲ
建
設

此
間
亦
十
余
年

予
ヲ
シ
テ
内
顧
ノ
憂
ナ
カ
ラ
シ
ム
」
と

あ
る
。
廣
池
の
よ
う
な
気
性
の
人
に
と
っ
て
は
、
社
会
で
大
活
躍
を
し
た
か

っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
じ
っ
と
肚
を
す
え
、
心
を
ね
っ
て
い
る
時
間
が
必

要
な
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
、
パ
ウ
ロ
、
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
、
孔
子
、
仏
陀
ほ
か

多
く
の
実
例
を
ト
イ
ン
ビ
ー
は
挙
げ
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
を
要
約
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
展
開
し
て
図
示
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

３

二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

①

ト
イ
ン
ビ
ー
自
身
の
精
神
史
を
た
ど
る
伝
記
的
方
法

②

ト
イ
ン
ビ
ー
に
よ
る
高
等
宗
教
研
究
を
論
ず
る
方
法
（
文
明
論
・
高

等
宗
教
優
先
史
観
）

両
者
は
切
り
離
せ
な
い
が
、
①
の
立
場
を
基
軸
に
し
て
最
晩
年
ま
で
論
じ

た
い
。

４

ト
イ
ン
ビ
ー
の
高
等
宗
教
研
究

①

高
等
宗
教
優
先
史
観

文
明
を
主
と
し
た
考
え
方
か
ら
高
等
宗
教

を
主
と
す
る
考
え
方
へ
の
転
回

世
界
教
会
は
文
明
に
と
っ
て
癌
で
は
な
い
。
ま
た
教
会
は
新
文
明
の
蛹
の

役
割
を
果
た
す
が
、
そ
れ
は
教
会
の
主
目
標
で
は
な
い
。
教
会
は
、
前
文
明

社
会
↓
文
明
社
会
↓
さ
ら
に
そ
の
次
に
来
る
べ
き
特
別
種
の
社
会
で
あ
る
。

特
別
種
の
社
会
と
は
、
成
員
が
宇
宙
の
究
極
的
実
在
と
人
格
的
関
係
を
も
つ

社
会
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
文
明
よ
り
も
高
等
宗
教
（
教
会
は
高
等
宗
教

二
八
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六つの高等宗教の分析表とトインビーのそれぞれに対する態度

開
祖

社会的

母 胎
神 観

信者の

条件

ユングの心理学による

分析
トインビーの批判

ヒ
ン
ズ
ー
教

ナ

シ

イ
ン
ド
文
明

ブ
ラ
フ
マ
ン

イ
ン
ド
人

支配的態度╱支配的機

能╱補助的機能╱宗教

的表現

内向・思考>
⎧
⎨
⎩

感覚 ヒンズー儀式

直観 ヒンズー教

神秘主義

ユ
ダ
ヤ
教

ナ

シ

シ
リ
ア
文
明

ヤ
ハ
ウ
エ

普
遍
神
と
共
に
各
地
方
神
と
し
て
も
考
え
る

ユ
ダ
ヤ
人

ユダヤ人が選民である

とは信じない。それは

知的・倫理的誤り。

ユダヤ人をパレスティ

ナに帰すことが全歴史

の方向とは思わない。

この２つについては他

の４つの扱われている

A Study of History
 

VII, 716-736（『完訳』

XV, 591-624には言及

されていない）

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

イ
ラ
ン
文
明

ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ

イ
ラ
ン
人

歴史的高等宗教の中で

最も受け入れやすい。

善と悪の戦い――肯

定、善が最終的に勝つ

とは思わない。

仏

教

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ト
ハ
ッ
タ

イ
ン
ド
文
明

法
全
人
類

内向・直観>
⎧
⎨
⎩

思考 小乗

感情 大乗

輪廻（霊魂の再生）を

信じない。

エゴイズムを捨てよは

よいが、愛と憐れみも

捨てよとは思わない。

小乗に反対、大乗に賛

成。

キ
リ
ス
ト
教

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

解
体
し
た
シ
リ
ア
文

明
と
ギ
リ
シ
ア
文
明

の
文
化
的
複
合

父
な
る
神

全
人
類

イエスは

民族的

外向・感情>
⎧
⎨
⎩

感覚 聖䬸式

直観 キリスト教

神秘主義

処女降誕、復活、昇

天、神の全能、人格神

を信じない。

「愛は神である」を信

ず。

イ
ス
ラ
ム
教

マ
ホ
メ
ッ
ト

同

上

宇
宙
の
神
で
あ
る

と
共
に
ア
ラ
ブ
人

の
民
族
神

外向・感覚>
⎧
⎨
⎩

思考 スンニ派

感情 シーア派

マホメットが最後の予

言者とは信じない。

三
〇
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の
制
度
化
し
た
も
の
）
が
優
先
し
て
い
る
。

②

六
つ
の
高
等
宗
教
の
分
析
表
と
ト
イ
ン
ビ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る

態
度③

高
等
宗
教
の
数

A
 
S
tu
d
y of H

istory
,
V
II,
771

に
は
、
二
九
個
（
他
に
大
乗
仏
教
の

分
派
の
重
複
あ
り
）
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
六
つ
の
高
等
宗
教
も
任

意
で
あ
る
。

④

高
等
宗
教
研
究
か
ら
得
た
結
論

⒜

真
理
・
救
い
の
道
は
一
つ
で
は
な
い
。

ト
イ
ン
ビ
ー
はS

y
m
m
a
ch
u
s

信
者
（『
完
訳
』
ⅩⅤ
一
〇
八
及
び
八
四
｜

八
五
）

⒝

魂
へ
の
示
顕
に
於
け
る
神
の
光
の
こ
の
必
然
的
な
回
析
」（『
完
訳
』

ⅩⅤ
一
一
一
）

高
等
宗
教
と
心
理
的
類
型
」（『
完
訳
』
ⅩⅤ
五
九
一
｜
六
二
四
）

ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
『
白
鯨
』
第
四
二
章
「
鯨
の
白
さ
に
つ
い

て
」
参
照
。

ど
の
宗
教
も
精
神
の
永
久
的
要
求
を
す
べ
て
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出

来
る
ほ
ど
普
遍
的
で
は
な
い
」（『
完
訳
』
ⅩⅤ
六
〇
〇
｜
原
著
Ⅶ
七
二
一
）

⒞

各
高
等
宗
教
の
信
者
は
お
互
い
に
共
通
点
を
認
め
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（『
完
訳
』
ⅩⅤ
一
〇
九
）
↓
世
界
の
平
和
を
建
設
す
る
道
が
開
け

る
。

⒟

ト
イ
ン
ビ
ー
自
身
は
特
定
の
宗
教
の
み
信
ず
る
と
い
う
立
場
を
と
ら

な
い
し
、
又
、
取
れ
な
い
知
見
を
得
た
。

５

暗
中
模
索
」

ト
イ
ン
ビ
ー
は
幼
少
年
期
に
は
正
統
的
な
英
国
国
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
し
て
育
て
ら
れ
た
。
し
か
し
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
在
学
中
不
可
知
論

者
に
な
り
、
宗
教
自
体
が
一
つ
の
つ
ま
ら
な
い
錯
覚
で
あ
る
と
思
っ
た
と
い

う
。
そ
の
後
、
世
界
の
諸
文
明
、
諸
宗
教
の
研
究
を
積
む
う
ち
に
、
宗
教
の

価
値
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
組
み
だ
け
で
な
く
、

歴
史
上
の
ど
の
宗
教
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
「
歴
史
家
の
宗
教
」（R

elig
io

三
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H
isto

rici

）
の
立
場
を
と
る
に
至
り
、
自
己
を
元
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
不
可

知
論
者
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
論
ず
る
「
暗
中
模
索
」（‘G

ro
p
in
g
s in th

e

１
）

D
a
rk
’

）
は
一
九

七
三
年
九
月
脱
稿
の
も
の
で
、
生
前
彼
が
書
い
た
ま
と
ま
っ
た
長
さ
の
も
の

と
し
て
は
最
後
の
文
章
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
最
後
の
宗
教
的
信
条

を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

曠
世
の
大
学
者
ト
イ
ン
ビ
ー
の
最
後
の
信
仰
告
白
の
題
が
「
暗
中
模
索
」

と
は
ま
た
何
と
し
た
こ
と
か
。
こ
の
闇
は
漆
黒
の
闇
な
の
か
、
は
た
ま
た
薄

明
の
暗
さ
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
二
三
頁
の
論
文
は
、
自
己
、
存
在
、
災
い
、
究
極
的
実
在
の
四
項
目

に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
つ
き
つ
め
て
み
る
と
、
究
極
的
実
在
と
は
何
か
を

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

ト
イ
ン
ビ
ー
は
生
涯
三
度
神
秘
的
体
験
を
し
、
そ
の
際
、
霊
的
存
在
が
現

前
し
た
と
い
う
。
最
初
の
場
合
は
聖
ジ
ョ
ー
ジ
（
英
国
の
守
護
聖
人
）
の
よ

う
な
救
助
者
と
し
て
現
れ
、
二
度
目
は
慈
悲
深
い
、
同
情
的
な
裁
判
官
と
し

て
現
れ
た
（
三
〇
三
頁
）
と
い
う
。（
三
つ
目
は
私
の
知
る
か
ぎ
り
言
及
し
て

い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
。）
ト
イ
ン
ビ
ー
は
究
極
的
精
神
的
実
在
が
人
格

と
し
て
自
分
に
現
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
現
れ
方
を
し
た

と
感
ず
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
風
土
の
中
で
育
っ
た
者
に
は
自
然
か
も
知
れ

な
い
が
、
人
類
普
遍
の
こ
と
と
し
て
拡
張
解
釈
は
出
来
な
い
と
し
て
い
る
。

「
理
性
的
に
考
え
る
と
自
分
は
宗
教
的
不
可
知
論
者
」（
三
〇
一
頁
）
で
あ
る

と
規
定
し
、「
ゴ
ッ
ド
と
い
う
言
葉
が
人
間
の
よ
う
な
人
格
を
意
味
す
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
私
は
思
う
」（
三
〇
一
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
究
極
的
実
在
に
は
善
悪
両
面
が
あ
る
と
し
、
ゴ
ッ
ド
は

愛
で
あ
っ
て
も
、
万
能
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
究
極
的
実
在
と
ゴ
ッ
ド

と
の
関
係
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
論
理
的
に
考
え
る
と
、
究
極
的
実
在
が

善
の
形
で
現
わ
れ
た
場
合
を
ゴ
ッ
ド
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
一
応

こ
こ
で
は
単
純
化
し
て
こ
う
書
い
て
お
く
）。

ト
イ
ン
ビ
ー
は
世
界
の
二
十
余
り
の
高
等
宗
教
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ

ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
を
研

究
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
宗
教
の
基
本
的
教
義
を
も
そ
の
ま
ま
信
ず
る
こ
と

は
出
来
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
。
ま
た
科
学
の
立
場
か
ら
、
宇
宙
、
地
球
、
生

命
、
人
間
の
生
誕
と
意
味
を
考
え
る
視
点
も
併
せ
持
つ
に
至
っ
た
が
、
大
真

理
の
探
究
に
お
い
て
は
「
私
は
辺
獄
リ
ン
ボ

に
い
る
」（I a

m
 
in
 
lim

b
o
.

）（
三
一

九
頁
）
と
述
懐
し
て
い
る
。
辺
獄
と
は
ダ
ン
テ
の
神
曲
の
第
四
歌
に
よ
れ

ば
、
ホ
メ
ロ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
、
有
徳
の
人
物
だ
が

キ
リ
ス
ト
の
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
人
々
が
い
る
地
獄
の
第
一
圏
の
こ
と
で

あ
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
自
ら
辺
獄
に
居
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
は
薄
暗

い
。
彼
の
論
文
「
暗
中
模
索
」
の
暗
中
と
は
こ
の
辺
獄
の
薄
暗
さ
で
あ
る

が
、
そ
の
薄
暗
さ
は
暗
黒
が
迫
る
た
そ
が
れ
時
の
そ
れ
で
は
な
く
、
光
明
が

三
二
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前
途
に
あ
る
暁
の
か
わ
た
れ
時
の
薄
暗
さ
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
キ
リ
ス
ト

教
的
観
点
か
ら
い
え
ば
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
辺
獄
に
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
宇
宙
的
視
座
に
立
て
ば
、
人
類
の
外
面
的
、
内
面
的
な
営
み
（
歴
史
と

宗
教
）
を
観
察
し
、
さ
ら
に
薄
明
の
宇
宙
空
間
を
時
間
と
共
に
飛
翔
し
て
真

理
を
探
究
し
て
い
く
一
個
の
魂
と
し
て
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
姿
が
、
私
た
ち
の

前
に
浮
か
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
。

ト
イ
ン
ビ
ー
は
父
祖
伝
来
の
宗
教
た
る
キ
リ
ス
ト
教
と
実
際
生
活
に
お
い

て
関
係
を
絶
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
七
四
年
八
月
か
ら
翌
年
一
〇
月
二

二
日
逝
去
す
る
ま
で
、
ヨ
ー
ク
市
のP

u
rey C

u
st

私
設
療
養
院
に
入
院
し

て
い
た
が
、
そ
の
間
見
舞
い
に
訪
ね
て
く
る
彼
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
友
人
と
は

誰
と
で
も
喜
ん
で
会
っ
た
し
、
ま
た
英
国
国
教
会
主
教
の
方
は
引
退
し
て
い

た
が
、
病
院
付
き
の
牧
師
に
な
っ
て
い
る
人
と
は
、
他
の
見
舞
客
よ
り
も
喜

ん
で
話
を
し
よ
う
と
し
た
と
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
夫
人
は
述
べ
て

２
）

い
る
。
そ
う
い
う

わ
け
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
生
活
す
る
限
り
、
そ
し
て
ト
イ
ン
ビ
ー
は
ロ
ン

ド
ン
以
外
で
住
も
う
と
は
考
え
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
キ
リ
ス
ト

教
か
ら
社
会
生
活
上
離
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
彼
の
心
と
知

性
の
中
で
の
宗
教
は
、
一
宗
一
派
の
枠
を
突
き
抜
け
た
、
把
わ
れ
る
所
の
な

い
人
類
的
立
場
の
歴
史
家
の
宗
教
（R

elig
io
 
H
isto

rici

）
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
安
穏
な
道
を
捨
て
た
、
あ
る
意
味
で
は
孤
独
な
選
択
で
は
あ
っ
た

が
、
人
類
が
今
一
歩
啓
発
さ
れ
た
状
態
に
至
れ
ば
、「
徳
は
孤
な
ら
ず
」
で

あ
り
、
彼
の
宗
教
観
に
共
感
を
感
じ
、
彼
を
敬
慕
す
る
人
々
も
多
く
な
る
だ

ろ
う
。
そ
の
時
、
世
界
の
精
神
的
平
和
を
も
た
ら
す
理
論
的
基
盤
を
世
人
は

彼
の
中
に
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
で
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
未
来
の

人
類
社
会
の
一
大
精
神
的
先
達
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

三

廣
池
千
九
郎
の
聖
人
研
究

１

は
じ
め
に

廣
池
博
士
は
そ
の
聖
人
研
究
を
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
第
一
二
章
に
お
い

て
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
、
釈
迦
、
孔
子
の
四
聖
で
五
九
七
ペ
ー
ジ
を
費
し
て
い
る
。

第
一
三
章
で
は
天
照
大
神
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
八
八
ペ
ー
ジ

に
亙
っ
て
い
る
。
本
稿
に
は
一
二
章
の
四
聖
を
廣
池
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
天
照
大
神
に
つ
い
て
は
割
愛
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

廣
池
が
聖
人
研
究
を
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
彼
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
の
一

環
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
見
方
か
ら
研
究
し
て
い
る
。
今
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
内
容

に
つ
い
て
詳
し
く
こ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
人
間
の
生
き
方
と
し
て
、

次
の
六
大
原
理
を
理
解
、
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

三
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①

自
我
没
却
の
原
理

自
己
中
心
性
を
克
服
す
る
。

②

神
の
原
理

神
を
信
じ
慈
悲
と
な
る
。

③

義
務
先
行
の
原
理

利
の
主
張
よ
り
先
に
義
務
を
先
行
す
る
。

④

伝
統
の
原
理

伝
統
の
総
祖
先
は
神
で
あ
る
が
、
自
己
の
恩
人
の

系
列
を
尊
重
、
祖
述
す
る
。
伝
統
の
種
類
は

⒜

家
の
伝
統

孝
道

⒝

国
家
伝
統

⒞

精
神
伝
統

⒟

準
伝
統

⑤

人
心
開
発
、
救
済
の
原
理

⑥

因
果
律
の
原
理

自
然
の
法
則
、
歴
史
法
則
、
運
命
の
理
法
を
理

解
す
る
。

以
上
の
六
大
原
理
を
基
に
し
て
、
廣
池
の
聖
人
研
究
を
分
析
し
て
私
が
表

に
し
た
も
の
が
下
の
表
で
あ
る
。
六
大
原
理
は
聖
人
研
究
の
過
程
で
出
来
た

面
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
六
大
原
理
の
方
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま

た
タ
イ
ト
ル
が
「
最
高
道
徳
の
実
行
者
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
廣
池
の
視

角
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。

廣
池
は
そ
れ
よ
り
以
前
に
、『
東
洋
法
制
史
序
論
』（
一
九
〇
五
）
に
お
い

て
「
東
洋
に
於
け
る
法
律
と
云
ふ
語
の
意
義
の
研
究
」
を
三
三
〇
ペ
ー
ジ
に

亙
っ
て
展
開
し
た
文
献
学
的
学
者
で
あ
る
か
ら
、
聖
人
研
究
に
お
い
て
も
各

廣池千九郎の聖人研究をモラロジーの六大原理で分析せる表

自我没却

の原理
神の原理

義務先行

の原理
伝統の原理

人心開発救済

の原理
因果律の原理

ソ
ク
ラ
テ
ス

ダイモニオン ソクラテスの

最後及びソク

ラテスの国家

伝統尊重の教

訓

アテネの市民、青

年の教育

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

悔い改め、改

心、贖罪、新

生

父なる神に対

する信仰

三位一体

キリストその

伝統を重んず

絶対服従

罪人、貧しき人々

にも救いの手をさ

しのべる

IX.48-50

釈

迦
三身説

法統 衆生済度 IX.50-54

孔

子

意 必

固 我

（子罕第九）

天 伝統尊重、古

聖人の事跡を

孔子が集大

成、祖述

諸侯に道を説き、

且つ弟子を教える

IX.54-58
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聖
典
の
文
献
学
的
研
究
を
す
る
傾
向
は
少
な
く
と
も
（
語
学
的
能
力
は
さ
て

お
く
と
し
て
）
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
廣
池
は
字
句
の
詮
索
よ
り
聖
人

の
事
跡
、
教
説
、
教
訓
に
研
究
の
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
そ
の
視
点
は
あ
く

ま
で
、
こ
れ
ら
の
諸
聖
人
が
、
人
類
の
安
心
、
平
和
、
幸
福
、
魂
の
救
済
に

ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
諸
聖
人

の
違
い
よ
り
、
共
通
点
の
発
見
と
そ
の
真
意
の
解
明
に
努
力
し
て
い
る
。
私

の
作
っ
た
表
の
各
欄
で
書
き
込
み
が
あ
る
所
は
廣
池
が
特
に
顕
著
な
も
の
が

あ
る
と
考
え
た
特
色
で
、
空
欄
の
と
こ
ろ
は
、
各
聖
人
に
は
そ
こ
の
教
説
あ

る
い
は
事
跡
が
全
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

２

廣
池
の
聖
人
研
究

①

ソ
ク
ラ
テ
ス

廣
池
は
も
ち
ろ
ん
通
常
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
研
究
者
の
触
れ
る
よ
う
に
、「
哲

学
を
天
上
よ
り
地
上
に
引
き
下
ろ
す
こ
と
」、
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
、
魂
の
教
育
、

真
理
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
廣
池
が
最
も
ソ
ク
ラ
テ
ス

か
ら
感
銘
を
受
け
て
力
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
国
法
の
尊
厳
な
る
こ
と
を

自
己
の
生
命
さ
え
も
抛
っ
て
擁
護
せ
ん
と
し
た
点
で
あ
る
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
で

は
国
家
伝
統
尊
重
の
教
訓
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
廣
池
は
そ
の
師
穂
積
陳

重
の
『
法
窓
夜
話
』
の
中
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
最
後
の
教
訓
」
を
引
用
（
⑤
四

三
｜
五
〇
）
し
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
聖
人
た
る
ゆ
え
ん
は
全
く
そ
の
人
類
幸
福

の
保
護
の
た
め
に
神
の
心

す
な
わ
ち
神
の
正
し
き
伝
統

を
継
承
し
、
後

世
に
お
け
る
世
界
各
国
の
人
民
に
向
か
っ
て
、
正
義
と
国
法
と
の
重
ん
ず
べ

き
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
と
し
て
、
自
ら
罪
な
く
し
て
死
刑
に
服
し
た
点
に
あ

る
の
で
す
。」（
⑤
五
一
）
と
述
べ
て
い
る
。

廣
池
は
あ
る
時
期
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
尊
敬
し
て
、
自
ら
蘇
哲
と
号
し
た
こ

と
も
あ
る
。
廣
池
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
以
降
の
精
神
的
生
活
及
び
行

動
の
す
べ
て
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
最
後
の
教
訓
に
よ
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
⑤
一

八
七
）
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
後
継
者
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て

記
述
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
西
洋
哲
学
史
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な

い
。②

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

キ
リ
ス
ト
の
意
味
、
事
跡
、
三
位
一
体
、
悔
い
改
め
、
回
心
、
贖
罪
、
新

生
、
義
と
愛
、
キ
リ
ス
ト
そ
の
伝
統
を
重
ん
ず
、
メ
シ
ア
の
問
題
、
キ
リ
ス

ト
の
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
原
因
及
び
状
況
、
復
活
、
キ
リ
ス
ト
教
の
欧
州
に

伝
播
せ
る
経
路
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
後
の

大
き
な
感
化
力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
廣
池
は
述
べ
て
い
る
。

私
は
そ
の
批
評
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
が
名
誉
も
な

く
、
人
望
も
な
く
、
財
産
も
な
く
、
妻
子
も
な
く
、
弟
子
も
な
く
、
ま

た
そ
の
着
た
る
衣
服
ま
で
も
剥は
ぎ
取
ら
れ
、
最
後
に
国
家
の
法
律
に
触
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れ
て
生
命
を
奪
わ
れ
、
他
の
罪
人
と
と
も
に
そ
の
屍
しかばねを

曠こう
野や
に
曝さら
さ
れ

た
る
極ごく
貧ひん
、
極
悲
且
つ
極
痛
な
る
状
態
に
そ
の
一
生
を
葬ほうむ
ら
れ
な
が

ら
、
死
後
数
日
し
て
復
活
の
予
言
が
実
現
し
た
と
称
せ
ら
れ
、
聖
霊
の

出
現
と
な
り
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
そ
の
教
義
の
四
方
に
伝でん
播ぱ
さ
れ
、
且

つ
人
心
の
救
済
さ
る
る
有
様
が
、
そ
の
生
時
以
上
の
盛
況
を
呈
し
、
つ

い
に
世
界
の
人
心
に
絶
大
の
感
化
を
与
え
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
こ
う
し
て
、
こ
れ
に
対

す
る
確
実
な
る
答
え
と
し
て
次
の
ご
と
き
も
の
を
得
た
の
で
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
表
面
上
の
行
動
は
と
に
か
く
と
し
て
、

そ
の
精
神
は
真
正
の
慈
悲
を
も
っ
て
形
造
ら
れ
、
そ
の
知
力
も
そ
の
能

力
も
み
な
世
界
の
人
心
救
済
に
注
が
れ
て
、
そ
の
人
格
が
全
く
神
に
一

致
し
て
お
っ
た
た
め
に
そ
の
無
形
の
精
神
の
力
が
他
の
人
の
精
神
に
感

伝
影
響
し
て
、
つ
い
に
有
形
的
に
巨
大
な
る
信
仰
団
体
の
出
現
を
見
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
キ
リ
ス

ト
以
外
に
お
け
る
す
べ
て
の
聖
人
の
感
化
力
の
普
及
に
一
貫
す
る
と
こ

ろ
の
原
理
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
感
化
力
の
偉
大
な
る
原
因

も
ま
た
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
こ
う
し
て
、

こ
れ
す
な
わ
ち
前
記
の
い
わ
ゆ
る
無

無
形
の
慈
悲
心

よ
り
有

有

形
の
物
質

を
生
ぜ
し
も
の
で
あ
る
の
で
す
。（
中
略
）

換
言
す
れ
ば
、
一
衣
・
一
物
を
も
遺
す
こ
と
な
く
し
て
そ
の
生
命
を

も
失
い
た
る
キ
リ
ス
ト
が
、
そ
の
死
後
に
至
っ
て
た
ち
ま
ち
に
絶
大
な

る
感
化
力
を
全
人
類
に
与
う
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
全
く
キ
リ
ス
ト

の
精
神
が
無
我
の
慈
悲
心
と
純
真
の
救
済
心
と
に
よ
り
て
充
満
さ
れ
て

お
っ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
る
る
以
上
は
、
た
と
い

私
ど
も
が
今
日
に
い
か
な
る
境
遇
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
何

ら
憂
う
る
と
こ
ろ
は
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
人
間
の

不

遇
の
極
度
に
達
せ
る
場
合
に
お
け
る
最
後
の
安
心
立
命
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
キ
リ
ス
ト
と
に
よ
り
て
得
ら
る
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。

（
⑥
一
八
九
｜
一
九
一
）

廣
池
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
キ
リ
ス
ト
の
感
化
力
で
あ
り
、
復
活
に
つ
い
て

も
「
死
後
数
日
に
し
て
復
活
の
預
言
が
実
現
し
た
と
称
せ
ら
れ
」
と
記
し
、

別
に
イ
エ
ス
の
肉
体
が
よ
み
が
え
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
何
も
語
っ

て
い
な
い
。
ま
た
マ
リ
ア
の
神
聖
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

以
上
キ
リ
ス
ト
の
死
に
対
す
る
教
訓
の
ほ
か
に
、
私
は
感
激
に
堪
え

ぬ
た
く
さ
ん
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
マ
リ
ア
の
神
聖
に
関

す
る
一
八
五
四
年
十
二
月
八
日
ピ
ウ
ス
九
世
の
と
き
に
お
け
る
ロ
ー
マ

教
の
決
議
の
ご
と
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
に
キ
リ
ス
ト
教
一

部
分
の
教
会
の
役
員
の
意
見
に
し
て
、
決
し
て
天
地
間
の
真
理
で
も
な

く
且
つ
地
球
上
の
事
実
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
か
か

る
不
合
理
な
る
こ
と
が
真
理
と
し
て
も
し
く
は
事
実
と
し
て
生
命
を
有
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し
、
世
界
人
心
の
救
済
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
は
何
故
で
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。
み
な
こ
れ
キ
リ
ス
ト
が
真
に
神
を
信
じ
て
そ
の
心
に
一
致
し
、

人
類
を
愛
し
て
そ
の
救
済
を
一
念
と
せ
る
至
誠
の
結
果
に
よ
る
も
の
と

い
う
ほ
か
は
な
い
の
で
す
。

世
界
の
識
者
よ
、
諸
君
は
今
日
た
だ
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
学
問
・
知

識
・
権
力
・
地
位
も
し
く
は
財
産
等
を
恃
み
と
し
て
お
っ
て
、

も
人

間
の
慈
悲
も
し
く
は
至
誠
の
価
値
を
認
め
て
お
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す

が
、
い
ま
少
し
諸
聖
人
の
事
跡
を
反
省
せ
ら
れ
て
は
い
か
が
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。（
⑥
一
九
一
｜
一
九
二
）

こ
の
引
用
で
二
つ
の
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
決
し
て
天
地
間
の

真
理
で
も
な
く
且
つ
地
球
上
の
事
実
で
も
な
」
く
と
も
、
キ
リ
ス
ト
の
愛
に

よ
る
救
済
力
の
力
説
と
、
第
二
は
「
世
界
の
識
者
よ
」
以
下
の
文
章
で
、
普

通
の
学
者
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
書
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
世
界
の
人
心
の

救
済
に
熱
誠
を
込
め
る
廣
池
博
士
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
う
文
章
が
書
け
る

し
、
こ
こ
に
廣
池
博
士
の
聖
人
研
究
の
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
廣

池
自
身
あ
る
時
期
に
「

不
遇
」
の
境
遇
を
体
験
し
た
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
最
後
は
、
頭
の
先
で
理
解
す
る
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
全
身
全
霊
を
あ
げ
て
の
心
読
、
体
読
で
立
ち
向
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。

③

釈
迦

仏
、
如
来
、
大
日
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
、
弥
勒
、
釈
迦
の
出
生
、
出
家
、

成
道
、
入
滅
、
十
二
因
縁
、
四
諦
、
八
聖
道
、
中
道
、
涅
槃
、
解
脱
、
三
身

説
、
仏
滅
後
の
仏
教
分
派
、
釈
迦
そ
の
伝
統
を
重
ん
ず
、
釈
迦
の
教
え
は
教

え
の
師
に
対
し
て
絶
対
尊
敬
を
表
わ
す
、
釈
迦
の
布
教
、
釈
迦
究
極
の
理
想

等
に
つ
い
て
論
じ
た
後
に
、
釈
迦
の
感
化
力
に
つ
い
て
三
項
に
亙
っ
て
力
説

し
て
い
る
。
一
は
釈
迦
の
実
行
及
び
そ
の
教
説
の
価
値
、
二
は
慈
悲
の
力
の

偉
大
な
る
こ
と
及
び
大
乗
諸
師
の
功
績
、
三
は
真
正
な
る
大
乗
仏
教
及
び
浄

土
門
の
教
説
と
二
十
世
紀
に
お
け
る
世
界
思
想
と
の
関
係
で
あ
る
。

今
そ
の
二
か
ら
二
箇
所
引
用
す
る
。

さ
て
仏
教
の
原
典
た
る
『
一
切
経
』
特
に
前
記
の
『
浄
土
三
部
経
』

を
通
読
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
記
事
極
め
て
荒こう
誕たん
不ふ
稽けい
に
し
て
、
常
識

を
も
っ
て
し
て
は
、
一
言
一
句
も
信
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
こ
と
の
み

を
列
記
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
か
く
の
ご
と
き
記
事

が
聖
人
の
教
説
も
し
く
は
教
訓
と
し
て
全
世
界
の
人
類
の
多
数
に
信
ぜ

ら
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
実
に
奇
怪
な
る
事
実
と
せ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ぬ
。
こ
れ
、
そ
の
原
因
果
た
し
て
い
ず
れ
に
あ
る
か
。
も
し
尋
常

人
を
し
て
か
か
る
荒
誕
不
稽
の
長
広
舌
を
振
る
わ
し
め
ば
、
何なん
人びと
も
こ

れ
を
擯ひん
斥せき
し
て
顧
み
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
こ
の

仏
教
経
典
の
記
事
は
、
上
は
世
界
の
哲
人
を
し
て
そ
の
深
遠
な
る
真
理

に
感
服
せ
し
め
、
下
は
一
切
の
尋
常
人
を
し
て
そ
の
変へん
幻げん
極
ま
り
な
き
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ゆ

う

げ

ん

幽

玄

ふ
か
く
ふ
し
ぎ
な
る

の
妙
法
に
憧どう
憬けい
す
る
こ
と
を
禁
じ
得
さ
せ
な
い
の
は
、
全

く
釈
迦
の
人
類
に
対
す
る
真
の
慈
悲
心
の
深
か
り
し
た
め
と
、
そ
の
人

心
救
済
に
対
す
る
努
力
の
結
果
と
考
え
ら
る
る
の
で
あ
り
ま
す
。
釈
迦

が
王
宮
の
生
活
を
棄
て
て
出
家
せ
る
ご
と
き
こ
と
、
も
し
く
は
五
十
年

間
人
心
救
済
に
苦
労
せ
し
ご
と
き
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
後
人
を
し
て
感

激
せ
し
む
る
一
原
因
に
な
っ
て
お
る
こ
と
は
相
違
あ
り
ま
す
ま
い
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
事
実
は
実
に
小
さ
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
古

来
、
世
界
に
は
王
宮
の
生
活
を
棄す
て
て
出
家
遁とん
世せい
せ
る
貴
族
は
幾
百
人

あ
る
と
も
分
か
り
ま
せ
ぬ
。
ま
た
巨
大
の
富
を
抛なげうっ
て
公
共
的
・
慈
善

的
も
し
く
は
宗
教
的
に
出
資
せ
る
も
の
は
幾
万
人
あ
る
と
も
分
か
り
ま

せ
ぬ
。
ま
た
三
十
年
・
四
十
年
も
し
く
は
五
十
年
間
、
専
心
学
問
の
研

究
も
し
く
は
宗
教
の
普
及
に
従
事
し
た
も
の
は
更
に
多
数
あ
る
の
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
以
上
の
人
々
の
人
類
に
及
ぼ
せ
る
流
風

感
化
の
小
且
つ
狭
き
ゆ
え
ん
は
何
故
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
大
切

な
る
原
因
が
今
日
ま
で
の
政
治
・
法
律
及
び
実
業
に
従
事
す
る
も
の
の

間
に
は
も
ち
ろ
ん
、
学
問
・
宗
教
及
び
教
育
に
従
事
す
る
も
の
の
間
に

お
い
て
さ
え
明
確
に
分
か
っ
て
お
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
し
こ
う
し
て

前
記
の
ご
と
く
、
私
の
永
年
の
体
験
と
今
回
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
研
究
と
に

よ
り
て
は
じ
め
て
精
確
に
判
明
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、

す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
形
式
を
同
じ
く
す
る
も
、
そ
の
精
神
の
相
違
に

よ
っ
て
そ
の
結
果
に
大
差
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の

で
あ
り
ま
す

第
十
五
章
第
一
項
を
参
照

。
す
な
わ
ち
現
代
科
学
の

結
論
を
一
貫
す
る
あ
ら
ゆ
る
諸
原
理
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
て
、

釈
迦
一
代
の
事
跡
を
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
精
神
の
奥
に
包
蔵
す
る
と
こ

ろ
の
慈
悲
心
の
絶
大
な
り
し
こ
と
と
、
そ
の
精
神
の
顕けん
現げん
た
る
人
心
救

済
の
事
業
に
対
す
る
勤ごん
苦く
・
思
索
・
計
画
及
び
奔ほん
労ろう
の
こ
と
ご
と
く
宇

宙
自
然
の
法
則
と
人
類
生
存
及
び
発
達
の
法
則
と
に
合
致
せ
し
こ
と
と

が
、
ま
さ
に
釈
迦
の
感
化
力
の
か
く
の
ご
と
く
全
世
界
に
普
及
せ
し
一

大
原
因
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。（
⑥
一
九
七

｜
一
九
九
）（
中
略
）

こ
こ
に
お
い
て
、
釈
迦
一
人
の
人
格
が
、
幾
多
の
仏
を
現
出
し
、
幾

多
の
菩ぼ
薩さつ
を
現
出
し
、
且
つ
極
楽
を
現
出
し
て
お
る
の
で
す
。
し
こ
う

し
て
こ
れ
を
究
め
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
の
仏
も
し
く
は
菩
薩
は
み
な
釈

迦
の
異い
名みように
す
ぎ
ぬ
の
で
、
極
楽
と
い
い
、
六ろく
道どう
と
い
う
も
、
み
な
こ

れ
人
類
各
自
の
胸
中
も
し
く
は
人
類
社
会
の
中
に
存
在
す
る
種
々
の
現

象
を
指
し
た
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
す
。
し
か
ら
ば
釈
迦
は
す
な

わ
ち
無
の
因
よ
り
有
の
果
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な

わ
ち
一
人
の
人
格
が
社
会
の
人
心
に
か
く
の
ご
と
き
作
用
を
示
し
て
、

も
っ
て
人
心
を
感
化
す
る
に
至
れ
る
理
由
が
、
そ
の
原
動
力
た
る
唯ゆい
一いつ

人にん
者しや
の
慈
悲
の
精
神
一
つ
に
あ
り
と
す
れ
ば
、
こ
れ
無
よ
り
有
を
生
じ
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た
の
に
相
違
あ
り
ま
す
ま
い
。
偉
大
な
る
キ
リ
ス
ト
の
慈
悲
心
は
無
よ

り
有
を
生
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
事
実
は
異
な
れ

ど
、
釈
迦
の
大
慈
悲
心
も
ま
た
無
よ
り
有
を
生
じ
て
お
る
の
で
す
。
信

仰
と
い
い
、
道
徳
と
い
い
、
事
業
と
い
う
も
、
そ
の
成
否
・
大
小
と
も

に
、
そ
の
根
本
は
人
間
の
精
神
一
つ
に
存
す
る
こ
と
を
鑑かんが
み
て
、
学

問
・
宗
教
・
教
育
に
従
事
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
・
法
律
・
実
業

も
し
く
は
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
百
般
の
事
業
に
従
事
す
る
も
の
、
み
な
翻ほん

然ぜん
と
し
て
そ
の
各
自
の
精
神
を
改
造
し
、
も
っ
て
聖
人
の
慈
悲
と
救
済

と
の
大
精
神
を
体
得
し
且
つ
実
行
し
、
万
世
不
易
の
幸
福
を
得
ら
れ
ん

こ
と
を
希ねが
い
ま
す
。
し
か
る
に
最
初
小
乗
に
お
い
て
は
、
釈
迦
の
真
人

格
を
認
む
る
こ
と
が
出
来
ず
し
て
、
小
乗
修
行
の
羅ら
漢かん
等
は
単
に
釈
迦

を
も
っ
て
一
の
卓
越
せ
る
羅
漢
に
す
ぎ
ず
と
な
し
て
お
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
小
乗
修
行
の
羅
漢
た
ち
は
主
と
し
て
自
己
の
力
に
よ
り
て

彼ひ
岸がん
に
達
せ
ん
と
し
て
お
る
が
故
に
、
た
と
い
諸しよ
漏ろ
す
で
に
尽
き
て
煩ぼん

悩のう
な
し
と
い
え
ど
も
、
な
お
自
我
の
存
す
る
も
の
が
あ
る
が
故
に
、
釈

迦
の
偉
大
な
る
人
心
救
済
に
対
す
る
慈
悲
心
を
看
破
す
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
大
乗
の
諸
師
は
全
く
自
我
を
没

却
し
て
仏ぶつ
慧え
に
入
り
、
も
っ
て
人
心
救
済
に
努
力
せ
る
結
果
、
は
じ
め

て
釈
迦
の
偉
大
な
る
人
格
を
認
む
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
そ
の
結
果
と
し
て
釈
迦
に
対
し
て
絶
対
的
尊
敬
を
払
う
こ
と

と
な
り
、
つ
い
に
彼か
の
法
・
応
・
報
の
三
身
説
を
形
造
る
に
至
り
、
釈

迦
を
も
っ
て
法ほつ
身しん
た
る
本
体
の
こ
の
世
に
出
現
し
て
衆
生
救
済
を
な
す

に
至
れ
る
も
の
と
の
信
仰
を
発
生
す
る
に
至
り
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
釈

迦
の
真
精
神
も
具
体
的
に
表
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
大

乗
諸
師
が
釈
迦
の
真
精
神
を
体
得
し
、『
無む
量りよう
寿じゆ
経きよう』
に
お
い
て
釈

迦
の
バ
ラ
モ
ン
教
に
お
け
る
苦
行
を
指
し
て
仏
教
修
行
の
一
部
分
と
な

し
、
あ
え
て
バ
ラ
モ
ン
教
の
弊
を
公
言
せ
ず
、
も
っ
て
釈
迦
の
伝
統
尊

重
の
精
神
を
全まつたか
ら
し
め
し
ご
と
き
大
乗
諸
師
の
人
類
の
安
心
及
び
幸

福
享
受
に
対
す
る
功
績
は
実
に
偉
大
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。（
⑥
二

〇
〇
｜
二
〇
二
）

釈
迦
」
の
と
こ
ろ
で
も
、
廣
池
の
力
説
す
る
と
こ
ろ
は
人
心
救
済
（
慈

悲
）
の
偉
大
さ
と
伝
統
尊
重
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

④

孔
子

孔
子
」
の
と
こ
ろ
は
、
廣
池
に
と
っ
て
い
わ
ば
ホ
ー
ム
・
グ
ラ
ウ
ン
ド

の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
ト
イ
ン
ビ
ー
に
お
け
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の

関
係
に
似
て
い
る
。

孔
子
以
前
の
最
高
道
徳
の
伝
統
と
し
て
、
堯
、
舜
、
禹
、
湯
、
周
の
大
王

古
公

公
季
、
文
王
、
武
王
、
周
公
。
帝
道
、
王
道
、
覇
道
、
孔
子
の
出

現
、
孔
子
の
伝
統
尊
重
、
天
、
天
道
、
神
に
対
す
る
孔
子
の
信
仰
、
中
庸
、

正
義
、
誠
、
孝
、
仁
、
側
隠
、
孔
子
の
人
心
の
開
発
及
び
救
済
に
対
す
る
不
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撓
の
努
力
、
孔
子
の
弟
子
た
ち
、
万
世
一
糸
の
無
冠
の
帝
王
、
孔
子
の
子
孫

な
ど
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

こ
こ
で
特
に
大
切
な
こ
と
は
帝
道
、
王
道
な
ど
伝
統
の
原
理
に
関
す
る
こ

と
、
神
に
対
す
る
信
仰
を
孔
子
は
持
っ
て
い
た
の
に
儒
教
で
は
そ
れ
を
失
っ

て
い
き
、
つ
い
に
中
国
文
明
の
衰
微
を
み
る
に
至
っ
た
こ
と
、
第
三
に
孔
子

の
子
孫
が
な
お
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
々
く
わ
し
く
は
こ
こ
で

は
書
き
き
れ
な
い
の
で
、
孔
子
の
神
に
対
す
る
信
仰
の
所
だ
け
引
用
し
よ

う
。

孔
子
深
く
神
を
信
じ
て
、
純
然
た
る
宗
教
的
安
心
立
命
を
得
て
お
る

こ
と
は
、
す
で
に
第
七
項
に
詳
つまびらかに

致
し
た
ご
と
く
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
孔
子
は
釈しや
迦か
及
び
キ
リ
ス
ト
の
二
人
と
異
な
り
て
、
そ

の
人
類
を
救
済
す
る
方
法
と
し
て
は
、
主
と
し
て
学
問
及
び
教
育
に
よ

り
、
も
っ
て
古
代
聖
人
の
精
神
を
人
心
に
注
入
し
、
そ
の
総
合
的
結
果

に
よ
り
て
人
類
の
幸
福
を
増
進
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故

に
、
神
の
性
質
及
び
恩おん
寵ちように
つ
き
て
は
多
く
を
語
ら
ざ
る
も
、
古
聖

人
の
事
跡
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
伝
う
る
こ
と
極
め
て
詳
細
で
あ
り
ま

す
。
さ
れ
ば
、
信
仰
よ
り
は
む
し
ろ
道
徳
の
実
行
に
重
き
を
置
き
、
ま

た
人
間
の
理
想
よ
り
は
む
し
ろ
人
間
の
実
際
的
生
活
に
重
き
を
置
き
た

れ
ば
、
孔
子
の
教
え
を
伝
う
る
と
こ
ろ
の
儒
教
は
い
わ
ゆ
る
宗
教
の
範はん

疇ちゆうを
脱
し
て
、
純
道
徳
的
に
発
達
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、

孔
子
の
没
後
世
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
孔
子
の
真
の
精
神
は
漸ぜん
次じ
に
忘

失
せ
ら
る
る
に
至
り
、
孔
子
の
感
化
力
は
、
広
く
東
方
ア
ジ
ア
に
普
及

し
た
れ
ど
、
そ
の
道
徳
上
の
根
本
義

神
に
対
す
る
信
仰

が
常
に
没

却
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
感
化
の
力
か
え
っ
て
幾
多
の
弊

害
を
含
め
る
と
こ
ろ
の
宗
教
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ

そ
の
知
識
階
級
に
対
す
る
感
化
力
に
至
っ
て
は
、
す
こ
ぶ
る
見
る
べ
き

も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
の
ご
と
く
、
儒
教
に
お
い
て

は
、
孔
子
の
眞
髄
、
す
な
わ
ち
孔
子
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
正
当
に
認

め
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
教
え
は
、
人
間
の
精
神
を
そ
の
根
底
よ

り
改
造
し
て
道
徳
心
を
向
上
発
展
せ
し
む
る
原
動
力
を
欠
く
に
至
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
中
国
の
文
化
が
古
代
の
百
花
爛らん
漫まん
た
る
状
態
よ
り
世

を
経
る
に
し
た
が
い
、
か
え
っ
て
遜そん
色しよくを
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

も
、
決
し
て
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。（
⑥
二
〇
六
｜
二
〇
七
）

こ
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、「
孔
子
は
釈
迦
及
び
キ
リ
ス
ト
の
二
人
と
異

な
り
て
、〔
こ
こ
で
廣
池
は
比
較
を
し
て
い
る
〕
そ
の
人
類
を
救
済
す
る
方

法
と
し
て
は
、
主
と
し
て
学
問
及
び
教
育
に
よ
」
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
信

仰
よ
り
も
む
し
ろ
道
徳
の
実
行
に
重
き
を
置
」
い
た
こ
と
、「
知
識
階
級
に

対
す
る
感
化
力
」
は
大
き
か
っ
た
け
れ
ど
も
、「
儒
教
に
お
い
て
は
、
孔
子

の
真
髄
、
す
な
わ
ち
孔
子
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
正
当
に
認
め
ら
れ
ず
、
し

た
が
っ
て
そ
の
教
え
は
、
人
間
の
精
神
を
そ
の
根
底
よ
り
改
造
し
て
道
徳
心

四
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を
向
上
発
展
せ
し
む
る
原
動
力
を
欠
く
に
至
っ
た
」
と
い
う
廣
池
の
指
摘
は

特
筆
大
書
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
中
国
文
明
が
古
代
を
ピ
ー
ク
と

し
て
、
世
界
の
文
明
の
指
導
的
位
置
か
ら
衰
退
し
て
い
っ
た
大
き
な
原
因
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
次
の
引
用
に
も
見
ら
れ
る
。

孔
子
は
「
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」
と
い
う
て
お
れ
ど
、
そ
れ
は
古
来

の
迷
信
を
排
斥
し
た
の
で
あ
っ
て
、
孔
子
の
神
を
信
ぜ
し
事
跡
は
極
め

て
顕
著
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

第
十
二
章
孔
子
の
条
参
照

。
し
か

る
に
、
そ
の
孔
子
の
伝
統
を
継
承
せ
る
と
こ
ろ
の
儒
教
に
お
い
て
は
孔

子
の
本
旨
を
誤
り
伝
え
、
つ
い
に
年
代
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
、

孔
・
孟
の
教
え
に
は
神
を
信
ず
る
ご
と
き
こ
と
こ
れ
な
く
、
そ
れ
、
こ

れ
を
信
ず
る
こ
と
を
教
う
る
は
宗
教
の
仕
事
な
り
と
の
誤
解
を
生
ず
る

に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
つ
い
に
中
国
及
び
日
本
の
知

識
階
級
の
大
部
分
に
は
、
学
問
と
神
と
は
両
立
せ
ざ
る
も
の
な
り
と
の

観
念
を
生
じ
、
こ
れ
ら
の
知
識
階
級
は
た
い
て
い
た
だ
単
純
な
る
道
徳

説
に
て
そ
の
身
を
修
め
、
そ
の
道
徳
に
は
た
だ
祖
先
崇
拝
を
含
む
の
み

に
て
、
根
本
の
神

本
体

を
含
ん
で
お
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
古
代
に
お
い
て
極
め
て
道
徳
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

の
こ
れ
ら
の
東
方
諸
民
族
の
文
明
、
す
な
わ
ち
政
治
・
法
律
及
び
教
育

等
が
、
西
洋
の
そ
れ
ら
の
ご
と
く
に
大
な
る
発
展
を
遂
げ
得
な
か
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
西
洋
の
文
明
は
そ
の
根
本

（
神
）
に
根
ざ
し
て
お
り
、
東
洋
の
文
明
は
最
初
は
根
本
（
神
）
に
そ

の
源
を
置
き
た
れ
ど
、
中
途
よ
り
そ
の
根
本
（
神
）
を
忘
失
し
た
た
め

に
、
先
優
者

東
洋

が
か
え
っ
て
後
進
者

欧
州

に
後
れ
た
も
の

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
結
論
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
比
較

か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
確
実
な
事
実
で
あ
り
ま
す
。
（
⑦
二
五
六

｜
二
五
七
）

さ
て
以
上
の
四
聖
の
研
究
か
ら
、
廣
池
は
以
下
に
記
す
聖
人
の
資
格
十
か

条
を
抽
出
し
て
い
る
。

⑤

聖
人
の
資
格
十
か
条
と
廣
池
の
聖
人
研
究
の
特
色

そ
こ
で
い
ま
、
聖
人
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を

簡
単
に
歴
史
的
事
実
の
上
か
ら
抽
象
し
て
左
に
一
言
い
た
し
ま
す
。

第
一
、
聖
人
は
必
ず
宇
宙
根
本
唯
一
の
神
を
信
じ
て
そ
の
意
思
に
服

従
し
、
一
切
自
己
の
意
見
・
主
義
・
希
望
も
し
く
は
欲
望
を
主
張
す
る

よ
う
な
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
し
こ
う
し
て
神
の
意
思
と
は
す
な
わ
ち

人
類
の
生
存
・
発
達
・
安
心
及
び
幸
福
享
受
の
原
理
に
適
合
す
る
宇
宙

自
然
の
法
則
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
に
、
真
に
聖
人
と
称
せ
ら
る
る
も
の
は
必
ず
こ
の
人
類
発
達

の
原
理
を
固
執
し
て
枉ま
げ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
及
び
キ
リ

ス
ト
は
こ
れ
が
た
め
に
生
命
を
犠
牲
に
供
し
、
い
わ
ゆ
る
身
を
殺
し
て

仁
を
な
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
釈しや
迦か
は
外げ
道どう

外
道
と
は
釈
迦
の

四
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正
統
の
系
列
以
外
の
宗
教
家
そ
の
他
を
指
す

に
苦
し
め
ら
れ
、
孔
子

は
陳ちん
・
蔡さい
の
野
に
飢
え
、
畏おそ
れ
多
く
も
天あま
照てらす
大おおみ
神かみ
は
素す
戔さの
嗚おの
尊みことの

反
抗
を
受
け
さ
せ
給たも
う
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
世
界
の
諸
聖
人

は
、
そ
の
人
間
と
し
て
は
、
慈
悲
・
寛
大
・
温
・
良
・
恭
・
倹
・
譲
の

徳
を
具
備
せ
さ
せ
給たま
い
、
し
か
も
か
く
の
ご
と
き
人
心
の
開
発
も
し
く

は
救
済
の
根
本
原
理
に
関
す
る
問
題
に
つ
き
て
は
、
毫ごう
末まつ
も
自
己
の
利

害
を
顧
み
ず
、
そ
の
運
命
を
自
然
に
任
せ
て
奮
進
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
聖
人
の
特
質
で
あ
り
ま
す
。
し
こ
う
し
て
こ
れ

に
反
し
て
、
か
か
る
場
合
に
自
己
の
利
害
を
顧
み
、
も
し
く
は
自
己
に

接
近
せ
る
も
の
の
利
害
の
み
を
慮
おもんぱかり

て
神
の
意
思
を
枉ま
げ
、
人
類
発

達
の
原
理
に
反
す
る
行
動
に
出い
ず
る
も
の
を
、
い
ま
だ
神
に
救
わ
れ
ざ

る
と
こ
ろ
の
尋
常
人
と
な
す
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
、
故
に
往
々
天
啓
を
受
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第
三
、
故
に
伝
統
（o
rth
o
lin
o
n

こ
の
語
は
今
回
モ
ラ
ロ
ジ
ー

に
お
け
る
一
つ
の
特
有
な
る
観
念
を
表
現
す
る
た
め
に
特
に
ギ
リ
シ
ア

語
を
借
り
て
造
っ
た
と
こ
ろ
の
新
語
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
は
英
語

の
ラ
イ
ン
・
オ
ブ
・
サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
（lin

e o
f su

ccessio
n

）
と

ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
り
ま
す
。
な
お
こ
の
語
の
構
成
及
び
そ
の
実
質
的

意
味
に
関
す
る
詳
細
な
る
説
明
に
つ
い
て
は
第
十
四
章
第
九
項
第
一
節

を
御
参
照
あ
ら
ん
こ
と
を
乞
う

）
を
重
ん
じ
、
且
つ
古
聖
人
の
教
説

を
遵じゆん
守しゆ
し
て
、
た
だ
こ
れ
を
述
ぶ
る
に
と
ど
め
、
自
己
の
意
見
を
も

っ
て
新
た
に
創
作
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

第
四
、
一
視
同
仁
の
慈
悲
の
心
を
有
し
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て

も
、
自
ら
反
省
し
て
他
人
を
責
む
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。

第
五
、
神
の
心
を
体
得
し
て
自
己
の
品
性
を
造
る
こ
と
を
主
と
し
、

一
切
の
利
己
的
事
業
を
企
て
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

第
六
、
故
に
人
為
的
に
主
権
を
有
す
る
団
体
を
造
ら
ず
、
そ
の
結
果

と
し
て
本
山
・
本
部
・
寺
院
も
し
く
は
教
会
等
の
ご
と
き
も
の
を
建
設

い
た
し
ま
せ
ぬ
。
た
だ
し
、
と
き
に
そ
の
精
神
を
理
解
せ
る
人
々
の
喜き

捨しや
に
よ
る
浄
財
を
も
っ
て
、
人
心
の
開
発
も
し
く
は
救
済
に
必
要
な
る

場
合
も
し
く
は
一
般
人
の
幸
福
増
進
上
に
必
要
な
る
場
合
に
、
最
小
限

度
の
建
物
及
び
そ
の
他
の
施
設
は
こ
れ
を
許
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

第
七
、
故
に
一
切
の
虚
飾
を
用
い
ず
、
た
だ
必
要
な
る
礼
儀
・
礼
節

は
こ
れ
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

第
八
、
す
べ
て
中
庸
を
尚たつとぶ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
聖
人
の
い
わ
ゆ
る

中
庸
は
普
通
の
中
庸
と
い
う
意
味
以
外
に
特
別
の
意
味
を
有
し
て
お
る

よ
う
で
す
。
す
な
わ
ち
た
と
え
ば
、
単
に
苦
楽
の
中
間
を
行
う
と
い
う

こ
と
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
歩
進
ん
で
、
苦
楽
の
上
に
超
越
し
て
最

高
道
徳
の
精
神
を
実
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
中
庸
と
い
わ
れ
て

お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
釈
迦
の
中
道
の
ご
と
き
は
、
か
く
の

四
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ご
と
き
深
遠
の
意
を
有
す
る
と
称
せ
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
九
、
自
己
の
精
神
作
用
及
び
行
為
の
基
礎
を
す
べ
て
神
の
精
神
に

置
き
、
か
く
の
ご
と
き
自
己
の
精
神
及
び
行
為
の
精
髄
を
他
人
の
心
に

移
植
し
て
人
心
救
済
を
な
す
の
で
す
。

第
十
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
と
を
目
的
と
し
て
、
一
宗
・
一

派
も
し
く
は
一
団
体
の
保
存
及
び
発
達
を
の
み
図
る
こ
と
な
く
、
す
べ

て
の
行
動
及
び
施
設
、
み
な
全
人
類
に
対
し
て
普
遍
的
性
質
を
有
し
て

お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

聖
人
と
は
お
お
よ
そ
右
の
ご
と
き
諸
性
質
を
具
備
す
る
人
で
あ
り
ま

す
。（
⑤
六
｜
九
）

第
三
に
共
通
点
を
見
出
す
と
共
に
、
相
違
点
も
見
出
し
て
い
る
。
四
聖
を

そ
れ
ぞ
れ
研
究
し
て
み
る
と
、
違
い
も
判
明
し
て
く
る
の
は
ご
く
自
然
で
あ

る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
釈
迦
は
期
せ
ず
し
て
宗
教
を
つ
く
り
出
し
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
と
孔
子
は
学
問
の
伝
統
を
の
こ
し
た
。
宗
教
の
方
は
生
命
力
は
あ

っ
た
が
、
国
家
と
の
関
係
で
弊
害
を
も
た
ら
し
、
学
問
の
方
は
生
命
力
が
薄

い
と
し
て
い
る
。

第
四
に
、
上
の
宗
教
と
学
問
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、
四
聖
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
か
ら
、
共
通
点
を
前
述
の
聖
人
の
資
格
十
か

条
に
ま
と
め
、
さ
ら
に
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
第
一
四
章
を
中
心
に
、
聖
人

の
教
説
、
事
跡
を
最
高
道
徳
の
体
系
に
し
て
現
代
人
に
わ
か
り
易
く
廣
池
は

表
現
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
き
学
校
教
育
と
社
会
教
育
を
展
開
し
て
い

っ
た
。

さ
て
廣
池
の
聖
人
研
究
の
特
色
は
以
下
の
如
く
で
あ
ろ
う
。

先
ず
第
一
に
、
以
上
述
べ
た
四
聖
の
真
精
神
を
理
解
、
体
得
、
実
践
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
単
に
知
的
理
解
に
止
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し

て
い
る
。
四
聖
の
後
世
の
信
奉
者
は
そ
れ
ぞ
れ
四
聖
の
真
精
神
を
失
っ
て
い

る
と
批
判
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
仏
教
に
つ
い
て
廣
池
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。す

で
に
実
行
の
な
い
以
上
は
、
こ
の
広
大
深
遠
な
る
釈
迦
の
哲
学

も
、
道
徳
上
の
教
説
も
、
み
な
こ
れ
を
知
的
に
知
る
の
み
に
て
、
道
徳

の
実
行
に
最
も
必
要
な
る
原
動
力
た
る
神

本
体

の
慈
悲
に
感
激
す

る
精
神
作
用
が
乏
し
い
か
ら
、
仏
教
が
宗
教
と
し
て
の
生
命
を
失
い
、

今
日
世
界
に
お
い
て
最
も
釈
迦
の
教
え
を
要
求
す
る
場
合
に
、
何
ら
の

功
能
を
も
実
社
会
に
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
ず
に
お
る
の
で
す
。（
⑥

二
〇
三
）

第
二
に
廣
池
の
学
問
的
研
究
は
観
念
的
、
抽
象
的
で
は
な
く
、
四
聖
の
教

説
、
事
跡
の
中
の
救
済
力
、
生
命
力
の
発
見
、

明
に
力
点
を
置
い
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
。

四
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四

お
わ
り
に

以
上
ト
イ
ン
ビ
ー
の
高
等
宗
教
研
究
と
廣
池
千
九
郎
の
聖
人
研
究
に
つ
い

て
述
べ
て
来
た
が
、
二
人
の
学
聖
と
そ
の
研
究
対
象
は
深
く
広
く
、
と
て
も

こ
の
よ
う
な
小
論
文
で
は
論
じ
つ
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に

ト
イ
ン
ビ
ー
と
廣
池
を
並
べ
て
こ
の
よ
う
に
書
い
て
み
る
と
、
両
者
の
そ
れ

ぞ
れ
の
特
色
が
見
え
て
く
る
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
探
求
者

で
、
そ
の
学
問
的
論
理
の
追
求
は
果
て
し
な
い
。
曠
世
の
大
学
者
ト
イ
ン
ビ

ー
の
最
後
の
信
仰
告
白
の
題
が
「
暗
中
模
索
」
と
は
ま
た
何
と
し
た
こ
と

か
。
こ
の
闇
は
漆
黒
の
闇
な
の
か
、
は
た
薄
明
の
暗
さ
な
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
一
九
九
四
年
七
月
五
日
、
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
の
三
男
ロ
ー
レ
ン
ス
さ

ん
と
夫
人
の
ジ
ー
ン
さ
ん
に
案
内
さ
れ
て
、
ギ
ャ
ン
ソ
ー
プ
の
村
の
墓
地
に

静
か
に
立
つ
簡
素
な
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
の
お
墓
に
詣
で
た
。

質
素
な
村
の
墓
地
の
入
口
か
ら
左
手
第
一
列
目
の
六
番
目
の
墓
石
が
、
か

つ
て
世
界
的
声
名
を
博
し
た
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
と
二
度
目
の
夫
人
ヴ
ェ
ロ
ニ

カ
の
墓
で
、
二
人
が
一
基
の
墓
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
。
博
士
の
名
前
の
後
に

Ｃ
Ｈ
、
す
な
わ
ちC

o
m
p
a
n
io
n o
f H

o
n
o
u
r

（
名
誉
勲
位
者
）
と
だ
け
刻

ま
れ
て
い
た
。
墓
前
に
献
花
し
て
か
ら
、
私
は
深
く
頭
を
た
れ
跪
礼
し
た

（
上
写
真
参
照
）。
そ
こ
か
ら
暫
く
立
ち
去
り
が
た
く
感
慨
に
耽
っ
て
い
た
と

き
、
愛
誦
し
て
い
た
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
（T

h
o
m
a
s G

ra
y
,
1716-71

）
の

『
田
舎
の
教
会
墓
地
に
て
詠
め
る
哀
歌
』
の
一
句
が
思
わ
ず
唇
に
上
る
。

“th
e p

a
th
s o
f g
lo
ry lea

d b
u
t to th

e g
ra
v
e.”

と
。
し
か
し
こ
の
簡

素
な
墓
の
方
が
、
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
の
謙
虚
な
人
格
に
よ
り
適
わ
し
い
と
思

い
直
し
た
。
生
前
人
類
の
三
四
の
文
明
の
興
亡
を
鳥
瞰
し
た
ト
イ
ン
ビ
ー
博

士
の
魂
は
、
地
上
の
栄
華
、
権
門
の
誉
れ
を
超
越
し
て
、
薄
明
の
宇
宙
に
究

極
的
精
神
的
実
在
を
求
め
て
飛
翔
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
と
し
て
感
じ
た
。

そ
れ
で
は
廣
池
千
九
郎
博
士
の
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
廣
池
博
士
は
人

心
開
発
救
済
に
全
心
全
霊
を
打
ち
込
ん
で
い
か
れ
た
。『
道
徳
科
学
の
論
文
』

第
二
版
追
加
文
（
五
三
、
五
五
）
は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
文
の
み
（
五

三
）
引
用
し
よ
う
。

私
の
多
年
の
苦
労
は
筆
紙
に
は
尽
く
し
得
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し

四
四

第15号 2010年比較文明研究



か
し
な
が
ら
、
私
は
そ
の
苦
労
の
結
果
と
の
み
は
思
い
ま
せ
ぬ
。
全
く

私
の
一
切
の
利
己
的
本
能
を
断
除
し
て
世
界
人
類
の
真
の
永
遠
の
安

心
・
平
和
及
び
幸
福
の
実
現
を
祈
願
し
て
努
力
し
た
微
功
を
神
様
が
御

受
け
取
り
く
だ
さ
っ
て
、
神
様
が
御
親
ら
こ
の
世
界
に
現
れ
て
か
よ
う

に
働
い
て
く
だ
さ
っ
て
お
る
結
果
と
思
う
て
感
謝
し
て
お
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。（
⑨
一
〇
四
｜
一
〇
五
）

こ
の
最
後
の
文
章
は
廣
池
と
神
と
が
合
体
し
た
よ
う
な
、
自
我
没
却
神
意

同
化
の
境
地
に
あ
る
文
章
で
あ
る
。

廣
池
の
墓
所
内
に
、
廣
池
が
死
を
予
期
し
て
残
し
て
和
歌
を
刻
ん
だ
石
碑

が
立
っ
て
い
る
。

と
こ
し
べ
に

我
た
ま
し
ひ
は
兹
に
生
き
て

御
教
守
る
人
々
の

生
れ
更
る
を
祈
り
申
さ
む

モ
ラ
ロ
ヂ
ー
の
父

廣
池
は
高
等
宗
教
の
相
違
を
超
え
た
本
質
を
つ
か
み
、
自
ら
聖
人
た
ら
ん

と
努
力
し
、
そ
し
て
「
聖
人
の
伝
統
今
こ
こ
に
在
り
」
の
自
覚
に
達
し
た
学

聖
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

東
西
二
人
の
学
聖
に
崇
敬
と
感
謝
の
意
を
表
し
て
こ
の
拙
論
を
終
え
る
。

注１
）

A
n
 
H
istorian

’s
 
A
pproach

 
to
 
R
eligion

O
x
fo
rd
 
U
n
iv
.
P
ress,

1979

）, 2n
d ed

.,
p
p
.
299-321

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
未
邦
訳
。
本

文
中
の
ペ
ー
ジ
数
は
こ
の
版
の
も
の
。

２
）

前
掲
書
ⅷ
ペ
ー
ジ
。

引
用
文
献

A
rn
o
ld J.

T
o
y
n
b
ee,

A
 
S
tu
d
y of H

istory
,
O
x
fo
rd U

n
iv
.
P
ress,

v
o
ls.
1-

3,
1934,

v
o
ls.
4-6,

1939,
v
o
ls.
7-10,

1954,
v
o
ls.
1-12,

1961.

邦
訳
『
完
訳

歴
史
の
研
究
』「
歴
史
の
研
究
」
刊
行
会
訳
、
経
済
往
来
社
刊
、
一
九
七
〇
年
、
全

二
五
巻
。

,
A
n
 
H
istorian

’s A
pproach

 
to
 
R
eligion

,
2n
d ed

.,
O
x
fo
rd U

n
iv
.

P
ress,

1979.

初
版
（1956

）
に
含
ま
れ
て
い
な
い‘G

ropin
gs in th

e D
ark

’

が

二
版
で
加
わ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
邦
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
初
版
は
『
歴
史
家
の
宗

教
観
』
と
し
て
深
瀬
基
寛
訳
、
社
会
思
想
社
刊
、
一
九
五
九
年
。

,
C
ivilization on T

rial,
1948.

邦
訳
『
試
練
に
立
つ
文
明
』
深
瀬
基
寛
訳
、

社
会
思
想
社
刊
、
一
九
六
六
年
。

,
E
xperien

ces,
O
x
fo
rd U

n
iv
.
P
ress,

1967.

邦
訳
『
回
想
録
』
Ⅰ
、
Ⅱ
、

山
口
光
朔
・
増
田
英
夫
共
訳
、
社
会
思
想
社
、
一
九
七
〇
年
。

,
A
cqu

ain
tan

ces,
O
x
fo
rd U

n
iv
.
P
ress,

1967.

長
谷
川
松
治
訳
『
交
遊

録
』
社
会
思
想
社
、
一
九
七
〇
年
。

C
h
ristia

n B
.
P
ep
er,

ed
.,
A
n
 
H
istorian

’s C
on
scien

ce:
T
h
e C

orrespon
-

d
en
ce of A

rn
old
 
J.
T
oyn

bee an
d
 
C
olu
m
ba C

ary
E
lw
es,

M
on
k
 
of

 
A
m
pleforth

,
B
ea
co
n P

ress,
B
o
sto
n
,
1986.

こ
の
往
復
書
簡
に
は
未
だ
邦
訳

は
無
い
が
、
周
到
緻
密
な
編
者
ピ
ー
パ
ー
の
編
纂
に
は
感
嘆
を
禁
じ
得
な
い
。
本
書

を
読
ま
ず
し
て
ト
イ
ン
ビ
ー
の
内
面
生
活
は
語
れ
な
い
。

W
illia

m
 
H
.
M
cN
eill,

A
rn
old J.

T
oyn

bee:
A
 
L
ife
,
O
x
fo
rd U

n
iv
.
P
ress,

四
五

トインビーの高等宗教と廣池千九郎の聖人研究



1989.

世
界
史
家
マ
ク
ニ
ー
ル
に
し
て
は
じ
め
て
書
け
る
ト
イ
ン
ビ
ー
伝
。

廣
池
千
九
郎
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
初
版
四
冊
、
昭
和
三
年
、
第
二
版
六
冊
、
昭
和
九

年
、
そ
の
英
訳
本
四
巻
も
あ
る
。

、「
私
が
博
士
と
な
っ
た
の
は
妻
の
お
陰
」『
婦
人
世
界
』
大
正
二
年
二
月
号
。

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
『
廣
池
千
九
郎
先
生
の
生
涯
』（
写
真
版
）
昭
和
四
十
一
年
。
五

一
ペ
ー
ジ
に
廣
池
博
士
と
夫
人
春
子
の
金
婚
式
の
写
真
あ
り
。

廣
池
春
子
『
思
ひ
出
』。

川
窪
啓
資
『
ト
イ
ン
ビ
ー
か
ら
比
較
文
明
へ
』
近
代
文
芸
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
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