
「
大
下
角
一
教
授
説
教
論
説
集
」
京
都
・
同
志
社
大

学
神
学
部
、
 
B
6
判
三
一
 
0
頁
、
定
価
四
0
0
円
。

大
下
先
生
の
遺
梨
出
版
さ
れ
ま
し
六
。
い
つ

も
現
実
を
見
つ
め
て
具
体
的
に
か
つ
卒
商
編
ら

れ
た
先
生
の
風
悠
が
こ
の
書
か
ら
む
う
か
が
え

て
、
先
生
忙
対
す
ろ
思
慕
の
惰
を
新
た
に
し
ま
す
。

先
生
が
社
会
の
動
向
に
対
し
て
特
別
な
セ
ン
ス

を
持
っ
て
い
た
こ
と
北
は
定
祭
あ
り
ま
す
。
日

米
開
戦
に
際
し
て
は
そ
の
無
牙
は
ぱ
か
ら
ず
語

つ
て
当
時
の
青
年
達
の
不
興
を
か
い
ま
し
た
。
戦

時
中
忙
は
戦
後
の
社
会
の
需
を
心
配
き
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
予
言
は
ほ
と
ん
ど
的
中
し
ま
し
北
。

し
か
し
遺
稿
秘
よ
っ
て
今
き
ら
の
よ
う
に
教

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
生
の
信
伯
か
極
め
て
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
、
二
だ
と

思
い
ま
す
。
「
福
音
に
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

「
そ
の
轟
を
い
か
に
し
て
現
代
人
に
器
せ
し

め
る
か
」
こ
の
二
つ
の
モ
チ
ー
ワ
が
遺
稿
を
貫
い

て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
先
生
の
生
涯
問
悲

で
も
あ
り
ま
し
た
0

戦
後
の
指
導
原
理
と
し
て
、
先
生
は
ま
た
キ
リ

ス
ト
教
的
歴
史
観
の
確
立
を
主
誓
れ
、
青
年
指

導
江
△
,
必
要
な
こ
と
は
教
会
が
そ
の
終
末
論
を
明

白
に
し
て
夢
と
希
望
を
与
え
る
こ
と
だ
と
し
て
い

ま
す
。豪

快
代
、
率
痕
に
戦
い
続
け
た
先
生
ほ
ど
「
開

拓
者
の
精
神
」
を
身
に
つ
け
た
人
は
少
な
い
と
思

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
北
同
志
社
ス
ビ
リ
ッ
ト
の

華
で
あ
っ
た
と
も
い
ぇ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
生

は
あ
る
年
の
卒
業
生
へ
の
告
示
の
中
忙
も
い
う
て

い
ま
す
。

「
人
の
最
火
の
使
命
は
、
他
人
の
し
た
こ
と
の

く
り
返
え
し
で
は
な
く
各
人
に
独
自
な
可
能
性
を

実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

こ
の
票
多
く
の
人
に
愛
読
き
れ
、
時
代
と
社

会
に
対
す
る
幻
を
新
に
き
れ
ろ
よ
う
願
っ
て
や
み

ま
せ
ん
0
 
(
れ
方
)

岡
光
夫
妥
冶
ぎ
山
萎
)
著
「
封
建
村
落
の
研

究
」
棗
・
有
街
、
 
A
5
判
二
三
八
頁
、
定

価
六
八
0
円
。

蓄
は
北
大
卒
、
東
大
大
学
院
で
日
本
近
世
農

業
史
を
専
攻
し
昭
和
二
八
年
修
了
、
兵
庫
農
科
大

学
教
授
を
経
て
畿
に
っ
き
、
日
本
経
済
史
を
講

じ
て
い
る
。

木
井
は
過
去
十
年
に
わ
北
る
研
究
成
果
を
纏
め

た
も
の
で
、
最
初
、
兵
噸
農
大
に
新
設
講
座
主
任

と
し
て
赴
任
し
た
関
係
上
、
史
料
を
大
学
所
在
地

旧
篠
山
徽
忙
求
め
、
同
藩
の
村
落
規
制
を
農
業

生
産
と
関
連
さ
せ
て
掘
り
下
げ
九
も
の
で
あ
る
。

第
一
護
荘
園
体
制
か
粂
藩
体
制
へ
の
移
行

に
大
き
な
役
割
を
果
し
北
在
地
領
主
」
の
形
成

と
消
滅
を
素
描
し
て
い
ろ
が
、
篠
山
附
近
に
在
っ

九
烹
を
領
家
と
す
ろ
小
荘
園
の
消
滅
過
程
を
明

ら
か
に
し
、
第
二
翠
は
村
落
成
立
に
影
響
を
及
ぽ

し
磊
瀧
を
考
察
、
第
昼
は
入
会
葬
の
利
用

張
と
村
儒
成
と
の
関
連
を
、
第
豐
は
幕

に
お
け
る
商
品
雀
の
儲
と
流
通
面
忙
作
用
す

る
規
制
を
明
ら
か
に
し
、
第
五
雫
は
賃
銀
の
地

方
差
に
ょ
る
労
勧
力
の
他
領
移
動
に
対
す
ろ
村
の
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規
制
を
時
代
的
に
見
て
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に

し
、
更
に
補
論
と
し
て
、
村
誹
究
の
重
要
器

の
一
っ
で
あ
る
村
濳
に
お
け
る
余
業
の
儲
が
城

下
町
商
業
に
与
え
驫
刈
を
考
察
し
て
い
る
。

全
籍
を
通
じ
て
実
証
に
使
用
さ
れ
た
史
料
は
頗

る
広
範
囲
に
わ
九
り
、
占
文
書
、
畜
録
文
献
類

の
数
も
ぎ
っ
と
八
四
種
、
本
書
中
に
引
用
の
史
料

は
抄
録
を
含
め
て
約
一
 
0
六
通
に
達
し
、
更
に

「
年
中
行
事
郡
御
奉
行
」
な
後
山
藩
の
行
政
に

関
す
る
貴
重
史
料
が
張
と
し
て
哥
さ
れ
て
い

る
。
ま
北
弘
仁
六
年
(
八
一
五
)
か
ら
明
治
二
年

(
一
八
六
九
)
に
わ
北
る
本
書
の
記
N
関
連
す

る
年
表
を
附
け
た
こ
と
は
本
書
を
曹
上
に
便
利

で
あ
る
。

史
料
判
断
の
上
で
専
黒
眼
の
き
ら
め
き
を

所
々
に
竿
る
の
み
な
ら
ず
、
全
券
通
じ
、
極

め
て
き
び
し
い
実
訂
に
終
始
し
た
著
者
の
努
力
に

多
大
の
敬
牙
捧
げ
る
。
(
T
)

の
中
に
あ
ろ
イ
ザ
ヤ
の
平
和
の
壬
言
か
ら
、
幣
原

喜
丞
釦
首
相
の
芽
鴛
法
制
定
を
め
ぐ
る
平
和
主
珪

的
実
践
に
い
た
る
ま
で
、
内
外
の
先
人
た
ち
が
残

し
た
平
和
m
類
が
そ
れ
ぞ
れ
要
約
的
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
執
筆
陣
も
、
同
研
究
所
の
メ
ン
バ
ー

の
ほ
か
、
片
山
哲
、
鈴
木
茂
三
郎
、
神
近
市
子
ら

の
諸
氏
が
加
わ
っ
て
い
る
。

内
容
の
一
端
を
紹
介
す
ろ
と
、
一
九
三
二
年
ノ

ル
平
和
牙
冬
貝
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
経

J
＼

ー
オ

造
敢
翅
塚
ノ
ー
マ
ン
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
は
、
第
一

大
戦
の
起
こ
る
直
前
に
著
わ
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ソ

の
幻
覚
」
の
中
で
「
戦
争
は
完
全
に
勝
っ
と
わ
か

つ
て
い
る
時
で
す
ら
、
道
徳
・
物
質
的
利
益
を
も

た
ら
き
な
い
」
と
戦
条
の
無
益
を
主
張
し
た
。
一

方
、
日
露
の
風
雲
急
を
告
げ
る
明
治
三
十
六
年
内

村
鑑
二
は
「
醜
廃
儒
」
の
中
で
「
戦
争
の
利

益
は
強
盗
の
利
益
で
あ
ろ
」
と
断
じ
「
そ
覇
果

と
し
て
彼
が
剣
を
抜
い
て
盗
み
得
し
も
の
よ
り
数

得
の
も
の
を
以
て
彼
の
罪
惡
伝
わ
ぎ
ろ
を

得
、
さ
る
に
〒
る
」
と
の
べ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば

の
正
し
き
は
、
三
度
の
大
階
経
ぞ
た
今
日
、

ま
す
烹
・
す
そ
の
意
甕
、
深
め
て
い
る
と
い
ミ
よ

う
。
過
日
死
去
し
北
マ
ソ
カ
ー
サ
ー
而
は
一

ブ

五
五
年
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
の
祝
賀
会
で
禦
肌
し
た

'
法
研
究
所
編
特
集
2
 
「
平
和
思
想
史
」
京
都

.
法
律
文
化
社
、
 
A
5
判
一
三
七
頁
、
定
価
三
0

0
円
。

同
志
社
大
学
の
田
畑
忍
教
授
が
主
宰
す
る
戀
法
研

究
所
が
公
忙
し
た
二
冊
目
の
特
集
で
あ
る
。
器

同
志
社
女
子
中
学
校
生
徒
会
編
「
れ
ん
が
第
三
号
」

A
5
判
一
八
二
頁
。

「
れ
ん
が
」
は
女
子
中
学
校
の
生
徒
会
雫
、
毎

年
三
月
忙
〒
行
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
繋
此
に
あ
り

が
ち
な
、
無
味
一
孫
の
も
ω
で
は
な
く
、

、

写
真
と
も
打
祭
っ
豊
富
。
研
究
発
表
あ
り
、
制

f
 
"
1
i
」
り
催
、
.
ψ
=
ゴ
リ
'
f
一
丁
己
'
D
n
 
で
、

結
桜
決
し
み
な
が
ら
生
零
一
の
活
露
学
校
生

^
を
う
^
か
う
こ
と
^
で
き
る
。

お
り
、
日
本
国
淫
の
制
定
に
ふ
れ
「
日
本
人
は

未
来
の
戦
争
が
自
殺
的
行
為
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
雌
一
の
国
民
で
あ
る
。
私
は
日
本
人
が
新

窓
法
を
作
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
問
題
に
直
而
し
た

と
き
、
ま
ぎ
ま
ぎ
と
こ
れ
を
思
い
起
こ
し
た
」
と

「
当
時
の
賢
明
な
幣
原
首
相
は
私
を
訪
れ
、

、
、

し
し

日
本
国
民
は
国
際
的
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
戦

争
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
要
望
し
た
」
と
の
べ

た
と
い
、
つ
。

憲
輪
護
の
立
場
か
ら
譜
か
れ
た
田
畑
忍
教
授
の

「
鞁
争
器
理
と
平
和
の
霊
」
黒
田
了
一
大
阪

市
大
教
教
授
の
「
日
本
国
髪
の
平
和
主
義
」
と

題
す
る
二
っ
の
論
文
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
一
読

に
値
す
る
。
(
毎
日
新
問
昭
詔
年
4
月
Ⅱ
日
付
)
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