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「
山
口
の
討
論
」

に
つ
い
て
（
二
）

豊
　
澤

一

は
じ
め
に

一
、
禅
僧
亀
嵩
と
の
交
渉

二
、
「
大
日
」
問
題

三
、
「
山
口
の
討
論
」
1
　
　
悪
の
存
在
と
堕
獄

（
以
上
は
『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
第
四
十
九
巻
所
収
）

四
、
「
山
口
の
討
論
」
2
　
　
存
在
の
始
源

　
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
書
簡
の
最
初
に
置
か
れ
て
い
る
質
疑
応
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

の
相
手
は
禅
僧
で
あ
っ
た
（
四
）
。
ト
ー
レ
ス
神
父
は
、
禅
僧
に

対
し
て
、
「
聖
者
（
ω
9
巨
8
）
に
な
る
た
め
に
」
何
を
し
て
い
る

か
、
と
問
う
。
シ
ュ
ー
ル
ハ
マ
ー
の
推
定
に
従
え
ば
、
こ
の

「
聖
者
」
は
日
本
語
で
は
「
ほ
と
け
」
で
あ
る
。
ト
ー
レ
ス
神

父
は
、
前
述
し
た
鹿
児
島
に
お
け
る
清
酒
と
の
交
渉
な
ど
か
ら
、

禅
僧
が
坐
禅
1
1
瞑
想
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
い
は
、
さ
ら
に
、
仏
教
が
仏
に
な
る
こ

と
（
成
仏
）
を
究
極
の
目
的
と
す
る
、
と
い
う
認
識
を
こ
の
時
ま

で
に
得
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
だ
が
一
方
、
成
仏
を
目
指

し
て
い
る
は
ず
の
仏
僧
た
ち
の
生
活
が
実
は
腐
敗
堕
落
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

る
と
い
う
事
態
も
、
ま
た
既
知
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
、

何
を
し
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
生
活
を
し
て
い
る
の
か
と
問

わ
れ
て
、
「
ひ
ど
く
狼
狽
し
」
「
恥
じ
入
（
つ
た
）
」
僧
侶
た
ち
も

　
　
　
　
　
　
　
　

い
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
仏
に
な
る
た
め
に
何
を
し
て
い
る

か
と
い
う
問
い
は
、
禅
僧
に
自
ら
の
生
活
を
顧
み
さ
せ
、
悔
悟

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ア
ニ
マ
は
聖
な
る
道
（
9
9
目
ぎ
o

Q
。

a
目
8
）
を
歩
む
た
め
に
生
れ
た
」
（
＝
二
）
と
い
う
教
え
に
導

き
入
れ
よ
う
と
す
る
意
図
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
禅
僧
た
ち
の
答
え
は
意
外
な
も
の

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
笑
い
な
が
ら
「
聖
者
た
ち
は
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
聖
者
へ
の
道
を
求
め
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
必
要
が
な

い
。
と
い
う
の
は
、
存
在
は
無
（
§
9
）
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
ふ
た
た
び
無
に
帰
る
以
外
に
方
法
は
な
い
か
ら
」
と
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
仏
の
存
在
も
仏
に
な
る
こ
と
も
否
定

す
る
と
は
、
ト
ー
レ
ス
神
父
の
問
い
を
は
ぐ
ら
か
す
か
の
よ
う

で
は
な
い
か
。
こ
の
記
述
が
下
僧
の
真
意
を
ど
れ
ほ
ど
忠
実
に

反
映
し
て
い
る
か
は
、
も
ち
ろ
ん
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

に
し
て
も
、
い
か
に
も
禅
僧
に
あ
り
そ
う
な
答
え
で
は
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
殺
仏
殺
祖
」
を
も
っ
て
す
る
菅
原
伸
郎

の
厘
騨
が
、
お
そ
ら
く
当
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
般
に
、
仏

道
修
行
者
た
ち
は
、
仏
の
境
涯
に
、
あ
る
い
は
悟
り
の
境
地
に
、

さ
ら
に
は
祖
師
た
ち
の
教
え
や
行
為
や
修
行
方
法
に
あ
こ
が
れ

る
あ
ま
り
、
往
々
に
し
て
そ
れ
ら
を
実
体
化
・
固
定
化
し
、
そ

れ
に
執
着
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
か
え
っ
て
煩
悩
が
生

ず
る
。
「
殺
仏
厳
暑
」
と
は
、
そ
う
し
た
硬
直
に
対
す
る
警
戒

心
が
、
自
由
を
求
め
て
過
剰
な
表
現
を
と
っ
た
語
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
真
の
境
地
は
、
仏
祖
の
境
涯
や
そ
の
行
色
を
否
定
（
超

越
）
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
意
識
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
禅
僧
た
ち
は
ト
ー
レ
ス
神
父
に

対
し
て
、
そ
の
真
の
超
越
的
境
地
と
し
て
「
無
」
を
提
示
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
問
答
を
契
機
と
し
て
、
引
き
続
き
、
存
在
の
始
源
に
関

す
る
応
酬
が
な
さ
れ
る
（
五
）
。
ト
ー
レ
ス
神
父
は
、
「
す
べ
て

の
も
の
に
始
め
（
言
岩
綿
。
）
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
始
め

（
き
℃
巨
ゆ
嘗
○
）
が
あ
る
」
と
説
得
し
よ
う
と
す
る
。
後
の
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

二
一
〉
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
創
造
主
と
し
て
の

デ
ウ
ス
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
禅
僧
は
、

ト
ー
レ
ス
神
父
の
そ
の
意
図
と
は
す
れ
違
い
つ
つ
、
「
一
つ
の

始
め
」
の
存
在
を
承
認
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
そ
れ
は
人
間
も
動
物
も
植
物
も
含
め
た
す
べ
て
の
も
の

を
生
ぜ
し
め
る
一
つ
の
始
め
で
あ
る
。
創
り
出
さ
れ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
事
物
は
自
己
の
内
部
に
こ
の
始
め
を
持
っ
て
い

る
。
そ
し
て
人
間
あ
る
い
は
動
物
が
死
ぬ
と
き
は
、
そ
れ

は
四
大
元
素
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
が
も
と
あ
っ
た
も
の
に

変
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
始
め
は
本
来
の
自
己
に
帰
る
の

で
あ
る
。
…
…
こ
の
始
め
は
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
祝
福

も
苦
痛
も
持
た
ず
、
死
も
生
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
無
（
昌
O
）
で
あ
り
ま
す
。
」
（
五
）

　
こ
こ
で
禅
僧
は
、
「
無
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
＝
つ
の
始
め
」

の
存
在
を
承
認
し
た
。
で
は
そ
の
＝
つ
の
始
め
」
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ー
ル
ハ
マ
ー
は
「
真
如
」
「
第
一
義
空
」
と

注
し
、
ま
た
岸
野
久
は
、
フ
ロ
イ
ス
の
書
翰
を
参
考
に
、
「
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

分
」
「
仏
性
」
と
解
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
禅
僧
は
、

人
も
動
植
物
も
地
水
火
風
の
四
大
が
縁
起
に
よ
っ
て
仮
に
和
合

し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
固
定
的
実
体
で
は
な
い
と
説
き
、



さ
ら
に
無
善
言
悪
（
善
悪
不
二
）
、
不
生
不
滅
等
の
語
を
も
っ

て
相
対
的
な
有
無
の
次
元
を
超
越
し
た
「
無
」
の
境
地
を
表
明

し
た
の
だ
ろ
う
。

　
翻
っ
て
ト
ー
レ
ス
神
父
は
、
＝
つ
の
始
め
」
に
つ
い
て
ど

う
説
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
一
切
の
存
在
は
そ
れ
自
身
か
ら

始
ま
る
の
で
は
な
い
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
一
切
に
始
め
を

与
え
る
と
こ
ろ
の
始
め
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
。
し
か
し
、
そ

の
「
始
め
」
そ
れ
自
体
は
無
始
無
終
で
あ
る
。
こ
の
無
始
無
終

の
「
始
め
」
こ
そ
「
デ
ウ
ス
」
だ
、
と
ト
ー
レ
ス
神
父
は
説
く

（
二
一
）
。
こ
れ
は
、
因
果
系
列
の
最
初
に
位
置
し
て
因
果
系
列

の
遡
及
を
断
ち
切
る
存
在
、
す
な
わ
ち
第
一
原
因
が
あ
る
は
ず

だ
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
同
様
に
、
太
陽
や
月
と
い
っ
た
無
生

物
は
、
自
ら
動
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
を
動
か
し

て
い
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
も
説
く
（
二
八
）
。
つ

ま
り
第
一
の
作
動
因
が
あ
る
の
だ
と
い
う
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
デ
ウ
ス
が
創
っ
た
「
元
素
」
か

ら
創
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
創
っ
た
当
の
存
在
は
「
元
素
」
を
超

え
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
人
の
目
に
は
見
え
な

い
（
二
二
）
。
デ
ウ
ス
は
、
万
物
を
超
え
た
と
こ
ろ
が
ら
＝

切
を
統
治
し
、
か
つ
万
物
に
存
在
を
与
え
」
て
お
り
、
デ
ウ
ス

の
「
意
思
な
し
に
は
い
か
な
る
も
の
も
生
成
・
消
滅
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
（
二
九
）
と
も
説
く
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義

的
な
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
面
目
躍
如
、
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
存
在
の
始
源
に
関
す
る
両
者
の
議
論
を
、
相
互
に

ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
は
、
や
は
り
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
。
ザ
ビ
エ
ル
書
簡
（
第
9
6
・
1
8
）
に
、
日
本
人
は
創
造
に

つ
い
て
何
も
知
ら
ず
、
「
す
べ
て
の
物
に
は
元
始
（
は
じ
め
）

が
な
か
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

を
見
れ
ば
、
は
じ
め
て
仏
教
の
「
無
」
の
思
想
に
遭
遇
し
た
宣

教
師
た
ち
の
理
解
の
ほ
ど
を
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
「
無
」
を
第
一
原
因
の
存
在
に
関
す
る
単
な
る
無
知
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
一
方
、
仏
僧
の
側
の
反
応
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
フ
ェ

ル
ナ
ン
デ
ス
書
簡
に
、
仏
僧
た
ち
は
、
「
万
物
は
自
然
に
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
界
に
は
始
め
も
な
け
れ
ば
、
世
界
を

始
め
た
者
も
い
な
い
」
と
主
張
し
た
、
と
報
告
さ
れ
て
い
る

（
二
八
）
。
こ
れ
に
対
置
さ
れ
た
の
が
、
先
ほ
ど
の
第
一
作
動
因

の
存
在
と
い
う
論
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
論
に
対
し
て
仏
僧

た
ち
は
答
え
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
仏
僧

た
ち
は
反
論
で
き
な
い
の
だ
、
と
宣
教
師
た
ち
は
解
し
た
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
半
世
紀
あ
ま
り
後
の
一
六
〇
六
年
、
二
十
四
歳
の
儒
学
者
林

羅
山
が
「
天
主
、
天
地
万
物
を
造
る
と
云
々
。
天
主
を
造
る
者

　
　
　
　
　
　
　

は
誰
そ
や
」
と
の
疑
問
を
キ
リ
シ
タ
ン
修
道
士
ハ
ビ
ア
ン
に
呈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



す
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
で
も
あ
り
そ
う
な
問
い
で
あ
る
。
客

気
に
は
や
り
、
相
手
を
論
破
し
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
内
在
的

に
理
解
し
よ
う
と
は
せ
ぬ
羅
山
の
ご
と
き
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ

た
、
い
さ
さ
か
意
地
悪
な
こ
う
し
た
問
い
は
、
ひ
と
ま
ず
措
こ

う
。
し
か
し
そ
れ
を
措
い
た
と
し
て
も
、
「
万
物
は
自
然
に
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
界
に
は
始
め
も
な
け
れ
ば
、
世
界

を
始
め
た
者
も
い
な
い
」
と
考
え
、
第
一
原
因
と
第
一
動
因
と

を
認
め
な
い
立
場
が
さ
ほ
ど
奇
異
な
も
の
だ
と
は
、
本
稿
筆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
は
思
わ
れ
な
い
。
天
地
万
物
は
自
ず
か
ら
こ
の
よ
う
に
あ
る
、

何
時
と
も
知
れ
ぬ
悠
久
の
過
去
か
ら
こ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
こ
う
で
あ
ろ
う
、
時
間
に
は
始
め
も
な

い
し
終
り
も
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
、
十
分
に
可
能
で
は
な

か
ろ
う
か
。
眼
前
の
天
地
万
物
の
現
前
性
に
飽
く
ま
で
も
即
す

る
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
の
方
が
よ
ほ
ど
真
実
味
を
帯
び
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　

で
は
な
い
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
縁
起
説
　
　
人
間
の
心
も
肉
体
も
含
ん

で
一
切
の
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
直
接
的
原
因
（
因
）
や
間
接
的

原
因
（
縁
）
に
よ
っ
て
生
ず
る
（
起
）
、
と
す
る
説
　
　
は
、

宣
教
師
の
依
拠
す
る
因
果
律
に
似
て
い
は
し
な
い
か
。
仏
僧
た

ち
は
、
こ
と
に
よ
る
と
縁
起
説
を
想
起
し
、
納
得
し
て
ひ
き
さ

が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

因
縁
に
よ
っ
て
生
起
す
る
も
の
は
自
性
を
有
せ
ず
、
実
体
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

な
い
。
諸
法
無
我
で
あ
り
、
空
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
来
「
無
」

で
あ
る
因
縁
こ
そ
が
、
宇
宙
の
根
源
だ
、
と
い
う
の
が
仏
誕
た

ち
の
主
張
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
「
無
」
は
、
時
間
的
始
源

で
は
な
く
、
論
理
的
根
源
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
「
人
間
も
動
物

も
植
物
も
含
め
た
す
べ
て
の
も
の
を
生
ぜ
し
め
る
一
つ
の
始
め
」

と
い
う
と
き
の
、
そ
の
コ
つ
の
始
め
」
も
ま
た
論
理
的
な
根

源
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、

縁
起
説
の
眼
目
は
、
そ
の
こ
と
に
覚
醒
し
て
因
縁
を
超
え
よ
う

と
す
る
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
原
因
や
第
一
動
因
を

想
定
し
て
、
そ
の
探
究
に
は
向
か
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
因
縁
に

絡
め
取
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
末
転
倒
だ
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
因
縁
に
は
始
源
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
問
い
は
あ
り
得
る
。
あ
り
得
る
に
し
て
も
、
仏

教
を
含
む
イ
ン
ド
思
想
に
お
い
て
は
、
無
数
の
劫
を
考
え
、
気

の
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
を
想
定
す
る
以
上
、
ど
れ
ほ
ど
遡
及

し
た
と
こ
ろ
で
究
極
の
始
源
が
見
い
だ
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。

つ
ま
り
、
始
源
が
あ
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
を
問
い

う
る
道
理
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
無
限
に
遡
り
続
け
る
し
か
な

く
、
無
駄
で
あ
る
。
や
は
り
、
自
ら
の
因
縁
を
如
何
に
し
て
超

え
る
か
が
実
践
的
課
題
と
し
て
迫
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。



　
は
る
か
後
の
西
田
幾
多
郎
も
、

義
を
呈
す
る
。

羅
山
同
様
、
次
の
よ
う
に
疑

「
世
界
に
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
神
の
存
在
を

認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
が
、
も
し
因
果
律
を
根
拠
と
し

て
か
く
の
如
く
い
う
な
ら
ば
、
何
故
に
更
に
一
歩
を
進
ん

で
神
の
原
因
を
尋
ぬ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
神
は
無
始

無
終
で
あ
っ
て
原
因
な
く
し
て
存
在
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、

こ
の
世
界
も
何
故
に
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

は
で
き
な
い
か
。
」

　
西
田
は
、
因
果
律
を
「
あ
る
現
象
の
起
る
に
は
必
ず
こ
れ
に

先
だ
つ
一
定
の
現
象
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
す

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
因
果
律
と
は
、
あ
る
現
象
に
は
別
の
現

象
が
伴
う
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
生
じ
た
思
惟
の
習
慣
以
上

の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
以
上
に
、
あ
る
い
は

現
象
の
背
後
に
、
何
ら
か
の
確
乎
た
る
存
在
を
要
求
す
る
の
は
、

因
果
律
を
誤
解
し
た
思
惟
の
越
権
な
の
で
あ
る
。
誤
解
さ
れ
た

因
果
律
は
「
世
界
に
始
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
要
求
す
る
。
し

か
し
も
し
ど
こ
か
を
始
と
定
む
れ
ば
因
果
律
は
更
に
そ
の
原
因

は
如
何
と
尋
ね
る
、
即
ち
自
分
で
自
分
の
不
完
全
な
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

明
に
し
」
、
「
自
家
撞
着
に
陥
る
」
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
山
口
の
仏
僧
た
ち
は
答
え
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
彼
我
の
宇
宙
観
の

違
い
、
思
考
の
枠
組
の
あ
ま
り
の
相
違
に
唖
然
と
し
て
、
実
は

沈
黙
す
る
し
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
、
「
山
口
の
討
論
」
3
　
　
霊
魂
論

　
さ
て
、
先
に
引
用
し
た
〈
五
〉
を
再
び
採
り
あ
げ
よ
う
。
そ

こ
で
禅
僧
は
人
間
と
動
植
物
と
を
四
大
仮
和
合
の
レ
ベ
ル
で
捉

え
、
同
一
の
存
在
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た
。
こ
れ
を
起
点
と
し

て
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
書
翰
は
、
人
間
と
動
物
と
の
違
い
如
何

の
議
論
に
移
る
（
六
～
八
）
。
し
か
し
、
議
論
は
そ
の
違
い
に

終
始
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ト
ー
レ
ス
神
父
の
意
図
は
、
実
は
、

そ
の
議
論
を
も
っ
て
禅
僧
た
ち
を
霊
魂
（
ア
ニ
マ
）
論
に
導
く

こ
と
に
あ
っ
た
。

　
人
間
と
動
物
の
違
い
如
何
を
問
わ
れ
た
僧
た
ち
は
、
こ
う
答

え
た
と
い
う
。

「
生
れ
て
死
ぬ
と
い
う
点
で
は
両
者
は
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
あ
る
点
で
は
動
物
の
方
が
ま
さ
っ
て
い
る
。
そ
の
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



け
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
動
物
は
心
配
も
、
良
心
の
首
回

も
、
悲
し
み
も
な
く
生
き
て
い
る
が
、
人
間
は
そ
う
で
は

な
い
か
ら
。
」
（
六
）

　
彼
ら
は
、
動
物
の
霊
魂
と
人
間
の
霊
魂
と
を
基
本
的
に
区
別

せ
ず
、
む
し
ろ
、
動
物
の
方
が
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
を
免
れ
て
い

る
故
に
人
間
に
優
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ト
ー

レ
ス
神
父
は
、
姿
形
の
異
な
る
多
様
な
動
物
も
「
善
も
悪
も
知

ら
な
い
」
と
い
う
点
で
一
括
可
能
で
あ
り
、
一
方
、
そ
の
点
で

人
間
は
動
物
と
裁
然
と
異
な
っ
て
い
る
と
説
く
。
人
間
の
霊
魂

は
動
物
の
霊
魂
よ
り
優
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
霊
魂
三
分
説
が
前

提
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
拠
れ
ば
、
霊
魂
に
は
理
性
霊
魂
・
動
物
霊
魂
・
植
物
霊
魂

の
三
種
が
あ
っ
て
、
理
性
霊
魂
は
不
滅
で
あ
る
が
、
動
物
霊
魂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

と
植
物
霊
魂
と
は
、
肉
体
の
死
と
と
も
に
滅
び
る
、
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
僧
た
ち
は
納
得
し
な
い
。
「
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
も
、

生
死
が
あ
り
、
霊
魂
を
持
つ
と
い
う
点
で
は
、
人
間
も
動
物
も

一
つ
で
あ
る
」
（
八
）
と
繰
り
返
す
。
そ
れ
で
は
、
「
良
心
の
苛

責
」
と
い
っ
た
類
の
精
神
の
働
き
を
ど
う
捉
え
る
の
か
、
と
い

う
問
い
に
対
し
て
、
こ
う
答
え
る
。
「
人
間
は
あ
の
始
め
を
自

分
の
中
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
心
配
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

良
心
の
苛
責
を
持
つ
の
で
あ
る
」
「
そ
し
て
こ
の
始
め
に
立
つ

と
き
、
善
も
悪
も
な
い
、
生
も
死
も
な
い
」
と
（
九
）
。
こ
の

「
始
め
」
も
因
縁
を
指
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
精
神
の
働
き
も

因
縁
に
よ
っ
て
現
象
す
る
。
し
た
が
っ
て
確
か
に
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。
し
か
し
、
因
縁
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
い
う
根
源
に
た

ち
還
る
な
ら
ば
、
心
配
や
良
心
の
呵
責
も
解
消
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
本
来
、
善
悪
不
二
で
あ
り
、
不
生
不
滅
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
張
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
僧
た
ち
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
理
性
を
持
つ
。
そ
の

理
性
に
よ
っ
て
人
は
善
く
生
き
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
人
は
理
性
を
も
っ
て
し
て
も
、
生
き
て
い
る
間
は
、
死

後
の
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
な
る
か
を
学
ぶ
こ
と
も
、
理
解
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
」
（
一
〇
）
と
も
言
う
。
思
考
・
推
理
・
推
論

の
能
力
を
意
味
す
る
「
理
性
」
は
近
代
の
翻
訳
語
で
あ
っ
て
、

当
時
の
僧
の
口
か
ら
「
理
性
」
の
語
が
湿
せ
ら
れ
た
は
ず
は
な

い
。
と
す
れ
ば
、
文
脈
か
ら
推
測
す
る
に
、
お
そ
ら
く
は
「
分

別
」
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
確
か
に
「
分
別
」

は
こ
の
世
に
処
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
こ
の

世
の
相
対
性
に
囚
わ
れ
て
差
別
を
生
ず
る
体
の
有
限
な
知
だ
、

ま
し
て
こ
の
世
の
生
の
次
元
を
超
え
た
こ
と
ま
で
洞
察
し
得
る

も
の
で
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
真
の
智
慧
で
は
な
い
、
と
い
っ

た
主
張
が
展
開
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



　
と
こ
ろ
で
、
〈
一
〇
〉
の
「
理
性
」
は
、
英
訳
で
は
巨
。
＝
㍗

　
　
　
　
　
　
ヨ

α
。
o
零
。
で
あ
る
。
〈
三
九
〉
で
は
、
デ
ウ
ス
は
天
使
に
「
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
な
理
性
」
（
。
δ
㊤
二
君
。
∈
o
。
8
8
）
と
自
由
意
志
と
を
授
け
た
、

と
述
べ
ら
れ
る
。
〈
三
三
〉
で
は
、
デ
ウ
ス
に
よ
っ
て
人
間
に

授
け
ら
れ
た
「
明
る
い
智
慧
」
（
o
言
碧
】
白
。
乱
。
⊆
α
。
o
）
は
、
「
智
慧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

分
別
」
（
巨
。
≡
α
q
聲
8
き
侮
『
8
の
8
）
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
〈
四

五
〉
で
は
、
デ
ウ
ス
の
教
え
は
人
間
の
「
理
性
」
（
一
巨
①
∈
σ
q
g
8
）

の
中
に
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
働
か
せ
る
な
ら
創
造
主
の
存

在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
か
れ
る
。
〈
一
二
〉
〈
＝
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

〉
の
「
理
性
」
は
、
い
ず
れ
も
円
8
。
・
8
で
あ
る
。
英
訳
は
以

上
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
神
父
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
、

ラ
テ
ン
語
聾
δ
（
英
語
お
器
8
の
語
源
）
に
類
す
る
語
を
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

い
浮
べ
な
が
ら
語
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
§
δ
は
、
神
の

似
像
た
る
人
間
に
賦
与
さ
れ
た
神
的
な
能
力
で
あ
る
。

　
さ
て
、
神
父
に
よ
れ
ば
、
「
理
性
」
に
従
っ
て
行
為
す
る
人

は
良
心
の
苛
責
を
感
ず
る
こ
と
な
く
善
い
生
涯
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
、
そ
れ
故
に
「
決
し
て
悪
く
死
ぬ
こ
と
は
な
い
」
（
一

二
）
。
さ
ら
に
「
も
し
ア
ニ
マ
が
理
性
に
反
し
た
こ
と
を
し
ょ

う
と
決
心
す
る
な
ら
ば
、
ア
ニ
マ
は
み
ず
か
ら
聖
な
る
道
を
放

棄
し
、
悪
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
で
自
分
を
悪

く
」
し
、
そ
の
結
果
、
死
後
、
ア
ニ
マ
は
「
イ
ン
ヘ
ル
ノ
」
に

縛
ら
れ
た
ま
ま
と
な
り
、
「
聖
な
る
場
所
」
に
入
る
こ
と
が
で

き
な
い
（
＝
二
）
。
「
イ
ン
ヘ
ル
ノ
」
は
「
地
獄
」
で
あ
る
か
ら
、

「
聖
な
る
場
所
」
と
は
「
天
国
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
死
後
の

ア
ニ
マ
ー
1
霊
魂
の
救
済
如
何
は
、
理
性
に
従
っ
て
善
行
を
積
む

か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ト
ー
レ
ス
神

父
の
主
張
に
、
僧
た
ち
は
「
正
し
い
」
と
応
え
た
と
報
告
さ
れ

て
い
る
。
僧
た
ち
も
、
た
と
え
ば
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
を
想

起
す
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
に
異
を
立
て
る
必
要
も
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
僧
た
ち
の
賛
同
は
、
少
々
奇
妙

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
神
父
た
ち
の
「
理
性
」
と
僧
た
ち
の
「
分

別
」
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼

ら
は
、
と
も
に
「
理
性
」
と
「
分
別
」
と
を
混
同
し
て
理
解
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
相
互
に
違
い
が
意
識
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
両
者

の
問
の
溝
は
深
か
っ
た
、
と
言
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
賛
同
の
直
後
に
、
他
の
僧
た
ち
に
よ
っ
て

地
獄
極
楽
に
お
け
る
応
報
が
否
定
さ
れ
る
記
述
が
続
く
。
あ
る

僧
は
、
因
果
応
報
は
こ
の
世
に
お
い
て
実
現
す
る
の
だ
、
と
主

張
す
る
（
＝
二
）
。
ま
た
あ
る
僧
は
、
地
獄
極
楽
の
存
在
を
否

定
し
、
さ
ら
に
、
人
の
死
後
、
そ
の
肉
体
は
も
と
の
四
大
に
解

消
し
、
霊
魂
も
ま
た
「
肉
体
に
宿
る
前
に
自
分
た
ち
が
あ
っ
た

も
の
」
（
す
な
わ
ち
〈
五
〉
で
述
べ
ら
れ
た
「
無
」
）
に
帰
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
ヨ

の
だ
か
ら
、
「
た
と
え
極
悪
の
罪
を
お
か
す
で
あ
ろ
う
と
も
、

何
の
差
支
え
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
ら
述
べ
る
（
一
二
）
。

「
極
悪
の
罪
」
を
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
に
、
ト
ー
レ
ス

神
父
た
ち
は
喫
驚
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
本
稿
筆
者
も
理
解
に

窮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
罪
に
対
す
る
因
果
応
報
が

現
世
に
お
い
て
実
現
す
る
と
す
れ
ば
、
「
極
悪
の
罪
」
を
容
認

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
来
世
が
な
い
こ
と

を
前
提
に
す
れ
ば
、
い
か
な
る
罪
も
死
後
と
は
無
関
係
で
あ
る

と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
と
に
よ
る
と
、
浄
土
教
系

の
悪
人
正
機
説
が
混
入
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
僧
た
ち
の
主
張
を
簡
潔
に
記
述
し
た

の
が
く
一
五
〉
で
あ
る
。

「
か
れ
ら
は
答
え
ま
し
た
。
　
『
人
間
の
死
後
に
地
獄
が
あ

る
の
で
は
な
い
。
地
獄
は
こ
の
世
に
あ
る
。
そ
し
て
死
と

と
も
に
こ
の
み
じ
め
な
肉
体
を
投
げ
す
て
、
こ
の
地
獄
か

ら
抜
け
出
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
平
和
を
う
る
の
で

あ
る
』
　
と
。
」

　
こ
れ
は
、
死
と
と
も
に
平
安
に
至
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

浬
葉
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
故
に
、
人
間
と
動
植
物
と
を
同
一

レ
ベ
ル
で
捉
え
る
こ
と
（
五
）
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

こ
の
霊
魂
不
滅
を
認
め
ぬ
禅
僧
た
ち
の
主
張
は
、
宣
教
師
に
す

れ
ば
、
如
何
に
し
て
も
承
服
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
霊
魂

不
滅
を
認
め
て
こ
そ
、
「
ア
ニ
マ
は
聖
な
る
道
を
歩
む
た
め
に
」

デ
ウ
ス
が
人
に
賦
与
し
た
の
で
あ
っ
て
、
「
ア
ニ
マ
は
肉
体
を

離
れ
る
と
き
に
は
、
自
分
の
創
り
主
な
る
真
の
聖
に
帰
っ
て
ゆ

く
」
（
一
三
）
と
説
き
得
る
の
で
あ
り
、
宣
教
・
教
化
が
可
能

な
の
で
あ
る
。
宣
教
師
た
ち
は
、
禅
僧
た
ち
に
か
な
り
手
を
焼

　
　
　
　
　
ヨ

い
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
ザ
ビ
エ
ル
書
簡
の
次
の
箇
所
に

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
箇
所
は
シ
ュ
ー
ル
ハ
マ
ー
も
注

に
引
用
す
る
。

「
九
つ
の
宗
派
の
う
ち
の
一
つ
は
、
人
の
霊
魂
は
動
物
の

魂
の
よ
う
に
滅
亡
す
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
（
中
略
）

〔
人
の
霊
魂
が
滅
亡
す
る
と
い
う
考
え
の
〕
　
宗
派
の
人
た

ち
は
悪
人
で
、
地
獄
が
あ
る
こ
と
を
聞
く
忍
耐
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
」
（
書
簡
第
9
6
・
2
2
）

　
こ
の
報
告
に
従
う
か
ぎ
り
、
霊
魂
不
滅
の
教
え
を
拒
絶
し
た

の
は
禅
僧
た
ち
だ
け
だ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
強
烈
な
印
象

を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
禅
僧
た
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ

た
「
悪
人
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
ザ
ビ
エ
ル
の
苛
立
ち
す
ら
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
鹿
児
島
の
禅
僧



忍
室
に
つ
い
て
、
彼
は
霊
魂
の
滅
・
不
滅
に
つ
い
て
「
疑
い
を

持
ち
、
決
め
か
ね
て
い
る
」
と
ザ
ビ
エ
ル
は
評
し
た
が
、
そ
の

際
の
余
裕
を
、
こ
こ
で
は
失
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
ニ
マ
ー
1
霊
魂
論
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
一
致

が
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
デ

ウ
ス
に
よ
る
無
か
ら
の
創
造
に
関
わ
る
議
論
に
お
い
て
で
あ
る

（
一

ｪ
～
二
〇
）
。

　
僧
た
ち
は
「
デ
ウ
ス
は
ア
ニ
マ
を
い
か
な
る
材
料
で
創
」
つ

た
か
と
問
う
。
神
父
は
「
な
ん
ら
材
料
を
用
い
る
こ
と
な
く
、

単
に
御
こ
と
ば
と
御
意
思
と
で
」
創
っ
た
と
答
え
る
。
僧
た
ち

は
さ
ら
に
問
う
。
「
ア
ニ
マ
は
ど
ん
な
色
と
存
在
形
体
を
も
つ

て
い
る
か
」
と
。
神
父
は
「
色
も
形
体
も
持
た
な
い
」
と
答
え

る
。
す
る
と
僧
た
ち
は
「
形
体
も
色
も
持
た
な
い
と
す
れ
ば
、

霊
魂
は
無
で
あ
る
」
と
応
ず
る
。
そ
こ
で
神
父
は
、
「
物
体
で

あ
る
空
気
が
形
体
も
色
も
な
し
に
存
在
す
る
」
と
い
う
事
実
に

対
す
る
賛
同
へ
と
導
き
、
そ
れ
と
同
様
に
、
「
ア
ニ
マ
が
、
た

と
え
肉
体
を
も
た
ず
と
す
る
も
、
存
在
す
る
」
の
は
当
然
で
は

な
い
か
、
と
論
ず
る
。
こ
れ
に
は
僧
た
ち
も
「
あ
な
た
方
の
い

う
と
こ
ろ
は
も
っ
と
も
だ
」
と
応
じ
た
と
い
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
一
致
に
も
ど
こ
か
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
残

る
。
無
形
無
色
の
ア
ニ
マ
の
存
在
へ
の
僧
た
ち
の
賛
同
を
、
神

父
は
有
無
相
対
の
次
元
に
お
け
る
有
へ
の
賛
同
と
理
解
し
た
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
僧
た
ち
は
、
「
ア
ニ
マ
と
は
四
大
の

風
の
ご
と
き
も
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
や
が

て
死
と
と
も
に
空
無
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
考
え
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
無
か
ら
の
創
造
も
自
ら
の
「
無
」
に
引
き
つ
け

て
理
解
し
、
結
局
、
「
霊
魂
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
一
点
を
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
こ
と
な
く
賛
同
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
勿
論
、

僧
た
ち
は
、
デ
ウ
ス
に
よ
る
創
造
に
賛
同
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。　

こ
う
し
た
、
霊
魂
を
め
ぐ
る
討
論
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の

は
、
仏
典
の
側
が
霊
魂
そ
の
も
の
を
あ
ま
り
積
極
的
に
評
価
し

な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
と
連
動
し
て
、
動
植
物
と
人
間
と

を
裁
然
と
区
別
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ど
う
や

ら
そ
う
し
た
こ
と
が
宣
教
師
た
ち
に
は
理
解
し
が
た
か
っ
た
ら

し
い
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
、
現
代
に
お
い
て
も
、
こ
の
仏
教

的
な
見
方
は
な
か
な
か
理
解
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
一
因
は
、
現
代
に
お
け
る
仏
教
的
素
養
の
稀

薄
化
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
む

し
ろ
、
近
代
的
な
自
我
や
自
己
の
思
想
　
　
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト

教
の
霊
魂
観
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
l

l
に
慣
れ
親
し
ん
だ
結
果
、
宣
教
師
た
ち
の
ア
ニ
マ
観
が
心
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ニ



深
層
に
お
い
て
浸
透
し
た
こ
と
が
真
の
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
ト
ー
レ
ス
神
父
は
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
書
翰
と
同
じ
日
付
の

ザ
ビ
エ
ル
宛
書
簡
で
、
本
稿
が
扱
っ
た
一
連
の
討
論
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
僧
侶
に
混
っ
て
若
干
の
剃
髪
の
貴
族
が
来
ま
し
た
。
御

主
の
特
別
の
御
助
け
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
か
れ
ら
を
打

ち
破
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

か
れ
ら
は
つ
ね
つ
ね
深
い
瞑
想
に
ふ
け
っ
て
い
ま
す
の
で
、

聖
ト
マ
ス
や
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
よ
う
な
人
で
も
、
信
仰
を
離

れ
て
は
、
か
れ
ら
を
満
足
さ
せ
る
に
足
る
返
答
を
な
し
え

な
い
だ
ろ
う
ほ
ど
の
難
問
を
持
ち
出
す
か
ら
で
あ
り
ま

　
　
　
き

す
。
」

　
討
論
は
宣
教
師
た
ち
に
と
っ
て
悪
戦
苦
闘
で
あ
っ
た
。
見
て

き
た
よ
う
に
、
ト
ー
レ
ス
神
父
た
ち
が
彼
ら
を
十
全
に
「
打
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

破
る
」
こ
と
が
で
き
た
か
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し

て
も
（
い
や
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
）
、

レ
ベ
ル
の
高
い
論
争
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
確
か
に
「
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ニ

リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
事
実
上
最
初
の
論
争
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
後
代
に
な
っ
て
両
宗
教
問
で
問
題
と
な
る
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

テ
ー
マ
が
ほ
と
ん
ど
出
て
い
る
」
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
早
い
時
期
に
、
言
語
の
相
違
を
超
え
て
率
直
な
討
論

が
成
り
立
ち
え
た
こ
と
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
感
嘆
し
て
も
足
り
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
討
論
を
支
え
た
の
は
、
フ
ェ
ル
ナ
ン

デ
ス
修
道
士
の
（
使
命
感
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
）
語
学
力
の

長
足
の
進
歩
と
、
ま
た
、
異
質
な
も
の
に
対
す
る
当
時
の
山
口

の
人
び
と
の
強
い
知
的
好
奇
心
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
多
分
に
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
と
す
れ
違
い
と
に
満
ち

た
討
論
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
相
互
理
解
が
成
り
立
っ
た
か
、
は

な
は
だ
心
も
と
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
拘
泥
し
た
本

稿
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
と
当
時
の
周
防
山
口
の
人
び
と
と

の
思
考
の
違
い
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
違
い
の
浮
き
彫
り
に
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

か
、
と
の
疑
問
が
筆
者
の
心
の
中
に
萌
さ
な
い
で
は
な
い
。
同

意
し
、
共
感
す
る
場
面
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
可

能
性
を
さ
ら
に
推
し
拡
げ
る
方
向
で
の
思
索
こ
そ
、
思
想
的
営

為
と
し
て
は
豊
か
な
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
し
か
し
、
同
意
と

い
い
、
共
感
と
い
い
、
如
何
と
も
為
し
難
い
異
質
さ
に
対
す
る

相
互
の
自
覚
と
承
認
が
な
く
て
は
、
や
が
て
、
苦
い
幻
滅
に
復

讐
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。



　
当
時
の
周
防
山
口
を
舞
台
に
、
日
本
の
人
び
と
は
、
歴
史
上

は
じ
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
1
ー
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
接
し
た
。

両
者
の
思
想
交
渉
は
、
こ
れ
以
後
に
本
格
化
す
る
。
「
山
口
の

討
論
」
は
、
そ
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
討
論
の
思
想
史
的

な
意
義
は
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
史
全
体
の
中
で
、
あ

ら
た
め
て
考
察
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
イ
エ

ズ
ス
会
を
包
み
込
む
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
全
体
の
あ
り
方

と
、
当
時
の
日
本
の
宗
教
思
想
全
般
の
あ
り
方
と
、
そ
の
両
者

に
つ
い
て
の
考
察
を
欠
い
て
は
、
討
論
の
意
義
の
十
分
な
解
明

に
は
至
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
大
き
な
課
題
の

一
小
部
分
を
垣
間
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。

《
注
》

＊
1
　
こ
の
漢
数
字
（
四
）
は
、
前
掲
シ
ュ
ー
ル
ハ
マ
ー
『
山

　
　
口
の
討
論
』
に
訳
載
さ
れ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
書
翰
の
番

　
　
号
を
示
す
。
以
下
、
同
様
。
ま
た
、
〈
四
〉
と
記
す
こ
と

　
　
も
あ
る
。

＊
2
　
ザ
ビ
エ
ル
書
簡
第
8
5
・
1
7
（
一
五
四
九
年
六
月
二
二
日

　
　
付
）
に
、
ア
ン
ジ
ロ
ウ
の
話
と
し
て
、
既
に
、
日
本
の
僧

　
　
の
「
黙
想
の
修
行
」
（
公
案
禅
）
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ

　
　
る
。
し
た
が
っ
て
ザ
ビ
エ
ル
は
、
鹿
児
島
上
陸
以
前
に
、

　
　
坐
禅
に
つ
い
て
あ
る
程
度
は
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ

　
　
ロ
イ
ス
の
記
述
に
拠
っ
て
、
坐
禅
を
組
む
僧
侶
を
見
た
ザ

　
　
ビ
エ
ル
が
心
室
に
「
彼
ら
は
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と
問

　
　
う
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
問
い
は
、
前
稿
第
一
節
で
本

　
　
稿
筆
者
が
理
解
し
た
よ
う
な
「
素
朴
な
問
い
」
で
は
な
く
、

　
　
実
は
、
坐
禅
の
実
質
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
理
解
す
べ
き

　
　
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
前
稿
の
誤
解
を
訂
正
し
て
お
く
。
な

　
　
お
、
ア
ン
ジ
ロ
ウ
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
岸
野
久
の
二
著

　
　
が
出
版
さ
れ
た
。
「
パ
ウ
ロ
・
デ
・
サ
ン
タ
・
フ
ェ
・
池

　
　
端
弥
次
郎
重
尚
同
一
人
説
に
つ
い
て
」
（
『
ザ
ビ
エ
ル
と

　
　
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）
、
お
よ
び
『
ザ
ビ
エ

　
　
ル
の
同
伴
者
ア
ン
ジ
ロ
ー
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
。

＊
3
　
ト
ー
レ
ス
神
父
の
第
一
書
翰
は
、
仏
僧
の
男
色
や
蓄
財

　
　
に
言
及
す
る
。
前
掲
シ
ュ
ー
ル
ハ
マ
ー
『
山
口
の
討
論
』

　
　
八
八
頁
、
九
四
頁
。

＊
4
　
同
上
　
一
一
六
頁
。

＊
5
　
菅
原
伸
郎
は
「
〈
キ
リ
シ
タ
ン
の
時
代
　
　
宗
教
論
争

　
　
を
読
む
一
〉
無
の
発
見
」
（
朝
日
新
聞
一
九
九
九
年
八
月

　
　
三
一
日
夕
刊
）
で
、
「
公
案
集
『
墓
門
関
』
に
は
「
仏
に

　
　
逢
う
て
は
仏
を
殺
し
、
祖
に
逢
う
て
は
祖
を
殺
し
」
（
殺

　
　
仏
殺
祖
）
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
何
事
に
も
執
着
し
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
あ
る
が
ま
ま
の
生
を
勧
め
た
、
と
も
読
め
る
」
と
す
る
。

＊
6
　
前
掲
ω
9
霞
審
日
日
β
ミ
§
魯
さ
譜
き
く
。
＝
＜
弓
・
N
・
。
N

　
　
で
は
、
「
祝
福
」
「
苦
痛
」
は
そ
れ
ぞ
れ
げ
。
註
言
q
。
と

　
　
。
・
。
霞
。
≦
で
あ
る
。
岸
野
久
「
仏
キ
論
争
　
　
初
期
キ
リ

　
　
シ
タ
ン
宣
教
師
の
仏
教
理
解
と
論
破
」
（
『
ザ
ビ
エ
ル
と
日

　
　
本
l
ー
キ
リ
シ
タ
ン
開
農
期
の
研
究
　
　
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
九
八
年
、
二
二
五
頁
）
で
は
、
最
近
紹
介
さ
れ
た
別

　
　
の
写
本
を
も
と
に
翻
訳
し
て
、
「
至
福
も
悲
し
み
も
な
く
」

　
　
と
す
る
。
こ
の
訳
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

　
　
「
至
福
も
悲
し
み
も
な
く
」
が
仏
教
用
語
で
何
と
表
現
さ

　
　
れ
た
の
か
は
、
本
稿
筆
者
に
は
未
だ
推
定
で
き
な
い
。
お

　
　
そ
ら
く
、
煩
悩
を
脱
し
た
五
葉
の
状
態
を
説
明
し
た
の
で

　
　
あ
ろ
う
。

＊
7
　
前
掲
岸
野
「
仏
キ
論
争
」
二
二
五
頁
。

＊
8
や
が
て
こ
の
「
無
」
を
「
第
一
質
料
（
マ
テ
リ
ア
・
．
ブ

　
　
リ
マ
）
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
側
が
理
解
す
る
よ
う
に
な
る

　
　
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
岸
野
「
仏
キ
論
争
」
二
二
五
～

　
　
二
三
〇
頁
。

＊
9
　
「
排
耶
蘇
」
日
本
思
想
大
系
2
5
『
キ
リ
シ
タ
ン
書
排
耶

　
　
書
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
四
一
五
頁
。

＊
1
0
　
上
枝
美
典
は
「
も
し
か
し
た
ら
、
…
…
こ
の
原
因
結
果

　
　
の
関
係
が
無
限
に
進
む
と
考
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
　
い
。
特
に
、
仏
教
の
影
響
が
強
い
日
本
で
は
、
永
遠
に
巡

　
　
る
因
果
の
鎖
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
じ
み
が
あ
る
せ
い
か
、

　
　
因
果
系
列
の
無
限
背
進
に
対
し
て
驚
く
ほ
ど
寛
容
で
あ
る
」

　
　
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
、

　
　
因
果
系
列
を
無
限
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

　
　
主
張
に
は
、
不
合
理
が
潜
む
、
と
論
ず
る
。
『
「
神
」
と
い

　
　
う
謎
　
　
宗
教
哲
学
入
門
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

　
　
一
三
四
頁
。

＊
1
1
　
た
と
え
ば
伊
藤
仁
斎
（
一
①
N
刈
～
一
軸
O
釦
）
は
、
「
天
地
開
開
」

　
　
を
実
際
に
目
撃
親
乱
し
て
伝
え
た
者
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、

　
　
そ
れ
に
関
わ
る
諸
説
は
「
想
像
の
見
」
に
す
ぎ
ぬ
と
否
定

　
　
す
る
。
こ
の
素
朴
な
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
眼
前
の
空
間
が
限

　
　
り
な
く
広
が
る
よ
う
に
、
時
間
も
窮
り
な
く
前
後
に
広
が

　
　
る
と
推
定
し
て
憧
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
「
今
日
の
天
地
」

　
　
を
そ
の
ま
ま
「
万
古
の
天
地
」
と
等
置
す
る
に
至
る
。
つ

　
　
ま
り
、
最
も
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
現
在
を
、
過
去
に
果
て

　
　
し
な
く
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
の
始
り
の
存
在
を

　
　
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仁
斎
は
、
「
天
地
始
終

　
　
開
開
」
の
「
窮
際
」
は
不
可
知
で
あ
る
か
ら
「
存
し
て
こ

　
　
れ
を
議
せ
ざ
る
を
妙
と
す
」
と
も
述
べ
る
。
不
可
知
な
こ

　
　
と
は
、
敢
え
て
穿
零
し
て
誤
謬
に
陥
る
よ
り
も
、
そ
の
ま

　
　
ま
に
し
て
お
く
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
仁
斎
に
す
れ
ば
、



　
　
天
地
開
開
の
如
何
な
ど
、
「
人
倫
日
用
の
道
」
に
何
ら
関

　
　
わ
ら
な
い
、
ど
う
で
も
よ
い
問
題
で
あ
っ
た
。
『
語
孟
字

　
　
義
』
　
日
本
思
想
大
系
3
3
『
伊
藤
仁
斎
宮
藤
野
涯
』
岩
波

　
　
書
店
、
一
九
七
一
年
、
一
七
頁
以
下
。

＊
1
2
　
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年

　
　
改
版
、
一
二
二
頁
。
西
田
は
、
こ
う
し
た
考
え
の
先
で
、

　
　
神
を
宇
宙
に
内
在
さ
せ
る
。

＊
1
3
　
同
上
七
〇
頁
以
下
。

＊
1
4
　
中
村
元
監
修
『
比
較
思
想
事
典
』
東
京
書
籍
、
二
〇
〇

　
　
〇
年
、
五
五
四
頁
。
な
お
、
〈
二
六
〉
で
、
ト
ー
レ
ス
神

　
　
父
は
、
植
物
・
樹
木
お
よ
び
動
物
と
人
間
の
肉
体
と
は
年

　
　
齢
と
と
も
に
老
衰
す
る
が
、
人
間
の
ア
ニ
マ
は
老
衰
せ
ず
、

　
　
不
滅
で
あ
る
、
と
説
く
。
霊
魂
三
分
説
が
透
け
て
見
え
よ

　
　
・
つ
。

＊
1
5
　
前
掲
Q
。
。
美
原
9
日
目
。
お
ミ
§
魯
さ
ぐ
紺
さ
く
。
＝
＜
・

　
　
℃
●
N
。
。
ω
．

＊
1
6
　
同
上
℃
●
卜
。
。
。
N

＊
1
7
　
同
上
℃
．
N
G
。
0
●

＊
1
8
　
同
上
弓
●
N
。
。
ω
．

＊
1
9
　
前
掲
シ
ュ
ー
ル
ハ
マ
ー
『
山
口
の
討
論
』
の
巻
末
に
、

　
　
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
書
翰
写
本
を
活
字
化
し
た
も
の
が
付
載

　
　
さ
れ
て
い
る
（
づ
ピ
ー
N
卜
）
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
使
用
さ
れ

　
　
た
と
推
測
さ
れ
る
「
理
性
」
の
類
に
該
当
す
る
ス
ペ
イ
ン

　
　
語
は
、
〈
一
〇
〉
で
は
霞
o
N
o
β
霞
§
N
o
日
、
〈
一
二
〉
で
は

　
　
員
。
鼠
。
、
〈
＝
二
〉
で
は
員
o
N
o
目
、
〈
三
三
〉
で
は
。
巨
。

　
　
。
8
0
酵
巳
。
巨
ρ
o
巨
8
臼
目
。
巨
o
o
霞
窩
8
、
〈
三
九
〉
で

　
　
は
。
巨
。
。
8
0
曾
巳
。
巨
。
、
〈
四
五
〉
〈
四
六
〉
で
は

　
　
。
巨
。
巳
巨
。
巨
。
。
。
w
o
巨
。
巳
巨
。
巨
。
で
あ
る
。
な
お
、
〈
二
六

　
　
〉
で
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
で
す
ら
「
考
え
る
ア
ニ

　
　
マ
」
を
有
す
る
、
と
説
か
れ
る
が
、
そ
の
ス
ペ
イ
ン
語
は

　
　
巴
日
課
轟
且
8
巴
（
英
訳
は
§
二
8
巴
ω
o
巳
）
で
あ
る
。

＊
2
0
　
〈
二
六
〉
で
は
、
「
人
間
は
け
っ
し
て
四
大
元
素
お
よ

　
　
び
「
空
」
と
よ
ば
れ
る
形
式
以
上
の
も
の
を
も
た
な
い
。

　
　
肉
体
が
死
ぬ
と
き
は
、
諸
元
素
は
そ
れ
が
も
と
あ
っ
た
も

　
　
の
に
変
化
し
、
「
魂
」
も
ま
た
解
消
す
る
」
と
述
べ
る
者

　
　
（
禅
僧
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
）
が
登
場
す
る
。
た
だ

　
　
し
シ
ュ
ー
ル
ハ
マ
ー
は
、
写
本
に
記
さ
れ
て
い
る
ρ
5
を

　
　
詳
し
く
考
証
し
た
末
に
、
こ
の
「
空
」
を
「
魂
」
と
解
し

　
　
て
い
る
（
前
掲
　
『
山
口
の
討
論
』
　
一
四
〇
～
一
四
二
頁
）
。

　
　
し
か
し
、
土
井
忠
生
は
「
恐
ら
く
、
ρ
口
（
ク
ウ
）
の
長
音

　
　
符
号
を
脱
落
し
た
も
の
で
、
「
空
」
に
当
る
と
見
る
の
が

　
　
自
然
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
（
前
掲
「
『
十
六
・
七
世
紀
に

　
　
お
け
る
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
布
教
上
の
教
会
用
語
の
問
題
』
」
）
。

　
　
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
「
地
水
火
風
」
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
「
空
」
が
続
く
の
が
自
然
で
あ
り
、
「
地
水
火
風
空
」
は
密

　
　
教
の
「
五
輪
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

　
　
「
「
魂
」
も
ま
た
解
消
す
る
」
と
い
う
箇
所
の
「
魂
」
も

　
　
「
空
」
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
〈
二
六

　
　
〉
で
、
引
き
続
き
、
ト
ー
レ
ス
神
父
に
よ
る
ア
ニ
マ
論
が

　
　
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
は
「
魂
」
と

　
　
解
し
た
方
が
つ
な
が
り
が
な
だ
ら
か
で
あ
る
。
「
空
（
ク

　
　
ウ
）
」
と
「
魂
（
コ
ン
）
」
と
が
、
筆
写
の
過
程
で
混
同
さ

　
　
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

＊
2
1
　
次
の
〈
一
六
〉
で
は
、
死
と
と
も
に
平
安
に
至
る
の
だ

　
　
と
す
れ
ば
、
人
が
死
を
恐
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
神

　
　
父
の
反
問
が
続
く
。
禅
僧
は
、
人
間
の
肉
体
に
深
く
春
恋

　
　
す
る
煩
悩
の
所
為
だ
と
応
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
応
え
は

　
　
神
父
を
満
足
さ
せ
な
か
っ
た
。
　
〈
一
七
〉
で
神
父
の
説
く

　
　
と
こ
ろ
は
、
「
天
上
の
ご
ろ
う
り
や
に
達
す
る
た
め
に
創
」

　
　
ら
れ
た
ア
ニ
マ
が
、
そ
の
目
的
か
ら
逸
れ
た
た
め
に
「
地

　
　
獄
の
罰
」
を
恐
れ
、
死
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
、
と
要
約
で

　
　
き
る
。

＊
2
2
　
前
掲
小
澤
「
山
口
の
討
論
」
は
、
〈
一
五
〉
に
つ
い
て
、

　
　
「
こ
こ
で
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
側
も
簡
単
に
相
手
を
論
破
し

　
　
た
と
は
主
張
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
彼
ら
が
相
当
に
苦
戦

　
　
し
た
こ
と
、
逆
に
言
え
ば
禅
僧
た
ち
の
論
理
が
強
固
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

　
　
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
す
る
（
一
五
八
～
九
頁
）
。

＊
2
3
　
前
掲
小
澤
「
山
口
の
討
論
」
は
、
「
も
し
彼
が
、
「
実
体

　
　
の
否
定
」
と
い
う
立
場
に
立
脚
し
て
議
論
を
行
な
っ
て
い

　
　
る
の
で
あ
れ
ば
、
風
の
存
在
も
否
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
の
議
論
は
極
め
て
常
識
的
な
線
に
落
ち

　
　
着
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
論

　
　
者
の
立
脚
点
は
「
見
え
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
い

　
　
う
極
め
て
即
物
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
」
と
す
る
（
一
六

　
　
六
～
七
頁
）
。
あ
る
い
は
、
そ
う
解
す
る
方
が
妥
当
か
も

　
　
し
れ
な
い
。

＊
2
4
　
前
掲
シ
ュ
ー
ル
ハ
マ
ー
『
山
口
の
討
論
』
一
一
六
頁
。

＊
2
5
　
今
井
淳
「
儒
教
・
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
論
争
」
も
、

　
　
「
右
の
資
料
（
本
稿
で
扱
っ
た
資
料
　
　
本
稿
筆
者
注
）

　
　
は
い
う
ま
で
も
な
く
宣
教
師
の
教
会
に
対
す
る
報
告
書
と

　
　
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
論
争
の
結
果
が

　
　
必
ず
し
も
す
べ
て
の
人
を
、
特
に
禅
宗
に
代
表
さ
れ
る
仏

　
　
僧
た
ち
を
、
完
全
に
納
得
せ
し
め
え
た
か
否
か
は
問
題
で

　
　
あ
ろ
う
」
と
す
る
（
今
井
・
小
澤
編
『
日
本
思
想
論
争
史
』

　
　
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
九
、
一
二
八
頁
）
。

＊
2
6
　
前
掲
岸
野
『
ザ
ビ
エ
ル
と
日
本
』
一
九
八
頁
。


