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概
念
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転
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ユ
ソ
ゲ
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バ
ル
ト
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を
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が
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て
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　神
の
問
題
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
状
況
に
お
い
て
は
、
も
は
や
自
明
の
事
柄
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
明
確
な
超
越
的
神
概
念

を

共通
の
前
提
と
し
て
成
立
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
も
、
無
神
論
の
意
識
は
深
ま
り
つ
つ
あ
り
、

教
会
離
脱
運
動

（教
会
税
不払
い
運
動
）
も
次
第
に
拡
大
し
て
い
る
。
か
つ
て
「
世
俗
化
」
と
呼
ば
れ
た
過
程
は
、
脱
既
成
教
団
化
と
い

う
広
範
な
動
き
と
し
て
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
過
程
の
進
行
は
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
だ
け
で
は
な
く
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
既

成
宗
教
教団
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
成
立
後
ま
も
な
い
戦
後
の
新
興
諸
宗
教
教
団
に
お
い
て
も
、
若
い

世代
に
お
け
る
教
勢
の
伸
び
な
や
み
と
い
う
形
で
こ
の
過
程
が
現
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

　
し

かし
こ
の
よ
う
な
広
範
な
脱
既
成
教
団
化
の
進
行
の
中
で
、
逆
に
若
い
世
代
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
宗
教
性
が
現
わ
れ
は

じ
め
て
い
る
。
古
い
伝
統
を
も
っ
た
世
界
宗
教
を
ル
ー
ツ
と
し
、
そ
の
既
成
教
団
の
枠
を
脱
し
て
世
界
各
地
の
土
着
宗
教
と
習
合
し
た
新

宗
教も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
逆
上
陸
し
て
、
静
か
な
ブ
ー
ム
が
潜
行
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
宗
教
運
動
と
併
行
し
て
、
先
進
文
化
圏
に
お

ける
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
呼
ば
れ
る
現
象
も
宗
教
色
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
　
「
見
え
な
い
宗
教
」
　
（
T

・

ル
ッ

ク
マ
ソ
）
、
　
「
公
民
宗
教
」
（
R
・
N
・
ベ
ラ
）
な
ど
の
新
し
い
宗
教
概
念
に
よ
っ
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
無
定
型
の
宗
教
現
象

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
若
い
世
代
を
中
心
と
し
た
脱
既
成
教
団
化
の
現
象
は
、
そ
の
ま
ま
脱
宗
教
化
の
方
向
に
は
進
展
せ
ず
、
逆
に
広
範



な
無
規
定
的
宗
教
性
が
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
神
概
念
を
厳
密
に
絶
対
的
超
越
神
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
F
二
一
ー
チ

ェ

が

予
言し
た
「
無
神
論
」
の
状
況
は
深
ま
り
つ
つ
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
裏
面
で
新
し
い
無
定
型
の
宗
教
性
が
ひ
ろ
が
っ
て
行
く
。
そ
こ

に
「

現代
の
神
々
」
と
よ
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
の
代
用
物
、
超
越
者
の
模
造
品
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
現
わ
れ
て
は
消
え
て
行
く
。
　
「
不
確
実

性
の

時代
」
と
い
わ
れ
る
現
代
は
、
相
対
主
義
的
転
身
の
素
早
さ
が
身
上
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
現
代
の
相
対
主
義
は
、
一
切
の
絶
対
、

価値
、
根
拠
、
原
理
を
振
否
す
る
徹
底
し
た
思
想
的
立
場
と
し
て
の
相
対
主
義
で
は
な
く
、
そ
の
無
神
論
も
、
　
「
神
の
死
」
の
宣
告
に
も

と
つ
く
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
初
の
完
全
な
ニ
ヒ
リ
ス
ト
」
　
（
二
i
チ
ェ
）
の
無
神
論
で
は
な
い
。
む
し
ろ
模
造
品
的
超
越
者
が
安
易
な
救
済

者
の
衣
装
を
ま
と
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
現
わ
れ
て
は
消
え
て
行
く
。
そ
の
経
過
の
早
さ
が
擬
似
相
対
主
義
、
擬
似
無
神
論
、
「
気
分
的
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
」
の
幻
像
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　神
の
問
題
を
め
ぐ
る
今
日
の
精
神
的
状
況
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ぽ
、
神
概
念
の
明
確
化
、
あ
る
い
は
神
概
念
そ
の
も
の

の

転
換は
、
き
わ
め
て
切
迫
し
た
思
想
的
課
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
本
論
丈
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
類
似
の
精
神
的
状

況
の中
で
K
・
バ
ル
ト
が
提
示
し
た
神
概
念
の
転
換
を
手
が
か
り
と
し
て
、
と
く
に
最
近
の
E
・
ユ
ン
ゲ
ル
の
解
釈
を
参
照
し
つ
つ
こ
の

問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

一　

神
の神
性
の
確
立

　K
・
バ
ル
ト
の
初
期
の
神
学
が
、
神
学
の
近
代
主
義
的
形
態
と
し
て
の
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
主
義
神
学
、
自
由
主
義
神
学
と
の
対
決
を

基
本的
な
課
題
と
し
、
と
く
に
近
代
主
義
に
よ
っ
て
内
在
化
さ
れ
た
神
概
念
を
突
破
し
て
、
新
し
い
神
概
念
の
形
成
を
め
ざ
し
た
こ
と
は
、

　
　

神
概念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三〇
八

す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
自
由
主
義
神
学
は
、
ド
イ
ッ
理
想
主
義
哲
学
の
神
の
内
在
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
と
つ
い

て
、
神
と
人
間
と
い
う
二
焦
点
を
併
列
す
る
楕
円
の
図
式
に
よ
っ
て
、
神
学
の
倫
理
学
化
、
心
理
学
化
、
人
間
学
化
、
歴
史
学
化
な
ど
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ま
ざ
ま
な
形
態
の
神
概
念
の
相
対
化
を
進
め
て
き
た
。
こ
の
動
向
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
初
期
の
バ
ル
ト
は
、

「神
と
人
間
と
の
無
限
の
質
的
差
異
」
を
強
調
し
、
　
「
絶
対
的
に
他
な
る
者
、
異
な
る
者
、
知
ら
れ
ざ
る
者
、
近
づ
き
え
な
い
者
」
と
し

て
の神
概
念
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
バ
ル
ト
は
、
　
『
ロ
ー
マ
書
』
　
（
第
二
版
、
一
九
二
二
年
）
に
至
る
ま
で
の
初
期
の
論

文
や
説
教
の中
で
、
し
ば
し
ば
「
不
可
視
性
」
　
「
彼
岸
性
」
　
「
他
者
性
」
　
「
離
隔
」
　
「
異
邦
性
」
　
「
隠
蔽
性
」
な
ど
の
否
定
的
概
念
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
、
　
「
人
間
は
人
間
で
あ
り
、
神
は
神
で
あ
る
」
と
の
テ
ー
ゼ
を
く
り
か
え
し
て
強
調
し
た
。
し
か
し
E
・
ブ
ッ
シ
ュ
の
『
カ
ー
ル
・
バ

ルト
伝
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
際
し
て
出
さ
れ
た
「
九
三
人
の
ド
イ
ッ
知
識
人
声
明
」
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

バ

ル
ト
の
深
い
失
望
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
。
バ
ル
ト
は
一
九
＝
年
い
ら
い
、
ス
イ
ス
の
ア
ー
ル
ガ
ウ
州
の
小
さ
な
村
の
牧
師
と
な

り
、
そ
の
村
を
経
済
的
に
支
配
す
る
二
つ
の
工
揚
に
よ
る
農
民
の
苛
酷
な
搾
取
と
戦
い
つ
つ
、
説
教
す
る
こ
と
の
困
難
と
と
り
組
ん
で
い

た
。
そ
こ
で
彼
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
壁
の
向
う
に
あ
る
の
は
、
戦
争
へ
の
傾
斜
を
深
め
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
は
じ
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
発
表
さ
れ
た
戦
争
肯
定
の
「
知
識
人
声
明
」
に
、
彼
の
か
つ
て
の
教
師
で
あ
っ

た新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
の
代
衷
的
神
学
教
授
た
ち
が
署
名
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
争
突
入
を
肯
定
す
る
神
学
に
お
け
る
神
概

念
と
は
な
に
か
と
い
う
問
い
に
直
面
し
た
バ
ル
ト
は
、
一
九
一
五
年
四
月
に
た
ま
た
ま
バ
ー
ド
・
ボ
ル
に
子
ク
リ
ス
ト
フ
・
ブ
ル
ー
ム
ハ

ルト
を
訪
ね
る
。
こ
こ
で
バ
ル
ト
は
、
彼
か
ら
明
確
な
戦
争
否
定
の
論
理
と
と
も
に
「
世
界
は
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
神
は
神
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
彼
の
新
し
い
神
学
の
歩
み
、
新
し
い
神
概
念
の
発
見
、
さ
ら
に
根
本
的
な
神
概
念
の
転
換
が

はじ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
ロ
ー
マ
書
』
を
中
心
と
す
る
初
期
バ
ル
ト
の
著
作
に
く
り
か
え
さ
れ
る
「
神
は
神
で
あ
る
」
　
「
神
を
神
と
せ



よ
L
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
つ
い
に
戦
争
を
肯
定
し
、
戦
争
遂
行
を
支
え
る
神
学
に
ま
で
転
落
し
、
根
本
的
な
批
判
機
能
を
喪
失
し
た
新
プ

戸

テ

ス
タ
ン
ト
神
学
の
内
在
化
さ
れ
、
人
間
学
化
さ
れ
た
神
か
ら
、
真
の
生
け
る
神
を
解
放
す
る
た
め
の
主
張
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
人
間

に内
在
化
さ
れ
た
神
の
神
性
を
回
復
せ
よ
と
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　こ
の
バ
ル
ト
の
テ
ー
ゼ
は
、
そ
の
後
の
神
学
的
議
論
の
発
展
の
申
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
欠
い
て
い
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
ば
し
ば
神
の
排
他
的
超
越
性
の
み
を
強
調
す
る
丈
化
否
定
、
歴
史
排
除
、
人
間
無
視
の
主
張
で
あ
る
と
の
誤
解
を
ま
ね
い
て
き
た
。
し

かし
は
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
否
定
的
、
排
他
的
な
神
の
超
越
性
の
主
張
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
搾
取
に
あ
え
ぐ
農
民
に
福
音
を
語
り
、

戦争
に
反
対
す
る
抵
抗
の
運
動
を
支
え
る
説
教
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
論
じ
る
よ
う
に
、
少
し
注
意
深
い
読
者

な
ら
ば
、
す
で
に
『
ロ
ー
マ
書
』
　
（
一
、
二
版
）
か
ら
、
　
『
教
会
教
義
学
』
の
最
初
の
部
分
に
お
い
て
も
、
バ
ル
ト
の
神
学
が
、
そ
の
よ

う
な
否
定
神
学
の
現
代
版
で
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
今
目
な
お
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
あ
る
以
上
、
あ
の
時
点
に

お
い
て

バ

ル
ト
が
追
求
し
た
新
し
い
神
概
念
の
確
立
、
神
概
念
の
根
本
的
な
転
換
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
な
、
神
の
問
題
を
め
ぐ
る
今
日
の
精
神
的
状
況
に
と
っ
て
も
、
な
ん
ら
か
の
示
唆

を

与え
う
る
も
の
と
考
え
る
。

　
E
・
ユ
ソ
ゲ
ル
は
、
　
『
世
界
の
秘
密
と
し
て
の
神
－
有
神
論
と
無
神
論
の
闘
争
に
お
け
る
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
者
の
神
学
の
基
礎

づ
け
i
』
　
（
一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
、
　
「
近
代
思
想
の
歴
史
的
状
況
を
、
神
学
的
に
は
無
神
論
と
し
て
特
徴
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト

い
」
と
の
認
識
に
立
っ
て
、
　
「
有
神
論
と
無
神
論
の
1
悪
し
き
1
二
者
択
一
を
乗
り
越
え
て
、
つ
い
に
ふ
た
た
び
神
を
思
考
す
る
霊

　
　
　
　
　
ガ
ィ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の

現臨
へ
と
精
神
の
道
が
切
り
開
か
れ
る
」
こ
と
を
求
め
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
に
つ
い
て
語
り
、
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
信
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て

いる
近
代
思
考
の
中
に
、
つ
ま
り
「
言
語
に
お
け
る
神
の
場
所
喪
失
性
の
時
代
の
中
で
」
、
神
の
本
質
、
あ
る
べ
き
真
の
神
、
神
と
し
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て

の神
を
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
神
学
の
固
有
な
揚
所
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
本
論
丈
の
課
題
で
あ
る
今
日
の

精
神
状
況
内
に
お
け
る
神
概
念
の
明
確
化
に
通
じ
る
問
題
意
識
で
あ
る
。
ユ
ン
ゲ
ル
の
こ
の
書
は
大
著
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
今
日
の
代

表
的な
神
学
や
哲
学
と
対
論
し
つ
つ
論
述
を
す
す
め
て
い
る
の
で
、
議
論
が
多
岐
に
わ
か
れ
、
そ
の
副
題
が
示
す
状
況
把
握
と
問
題
設
定

が

かな
ら
ず
し
も
明
確
に
浮
び
上
っ
て
こ
な
い
。
と
く
に
こ
の
神
学
の
課
題
が
、
バ
ル
ト
神
学
の
神
概
念
の
解
釈
を
主
要
な
手
が
か
り
と

し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
十
分
明
確
に
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
本
書
の
成
立
の
時
期
に
な
さ
れ
た
講
演
『
《
…
…
神
の
人
間
喪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

失
性
で
は
なく
…
…
》
1
有
神
論
と
無
神
論
の
間
の
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
に
つ
い
て
』
は
、
大
著
『
世
界
の
秘
密
と
し
て
の
神
』

の中
心
テ
ー
マ
が
、
バ
ル
ト
の
神
概
念
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ユ
ソ
ゲ
ル
は
、

神
学
の
本
質
的
な
課
題
は
「
神
に
つ
い
て
の
責
任
的
（
応
答
的
）
論
述
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
有
神
論
と
無
神
論
と
い
う
二
者
択
一
の

彼岸
に
、
神
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
を
、
そ
の
有
神
論
と
無
神
論
の
間
に
、
い
い
か
え
れ
ば
形
而
上
学
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

　
　
　
　
　
　
（
8
）

間
に
確
保
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
ユ
ソ
ゲ
ル
の
い
う
「
有
神
論
と
無
神
論
の
二
者
択
一
」
を
越
え
て
、
そ
の

間
に
設
定
さ
れ
る
バ
ル
ト
神
学
の
神
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ユ
ン
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
神
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
の
は
、
思
考
そ
の
も
の
の
成
立
と
同
じ
く
ら
い
古
い
課
題
で
あ
っ
た
が
、
久
し
い

間
、
神
概
念
が
人
間
の
思
考
を
完
全
に
支
配
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
つ
い
に
近
代
に
至
っ
て
、
こ
の
神
観
念
の

支
配
に
対
す
る
人
間
の
思
考
の
反
逆
を
呼
び
起
す
こ
と
に
な
り
、
こ
の
神
観
念
の
支
配
の
打
倒
と
と
も
に
、
そ
の
神
観
念
そ
の
も
の
ま
で

そ
の

犠牲
と
な
る
に
至
っ
た
。
思
考
は
も
は
や
、
理
性
よ
り
も
高
次
の
神
の
観
念
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
思
考
そ
の
も
の
が
神

観
念
を

支
配す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
　
「
主
人
が
奴
隷
に
な
り
、
奴
隷
が
主
人
に
な
る
」
と
い
う
革
命
的
状
況
が
出
現
し
た
。
こ
の
変
革
の

結果
、
神
観
念
は
、
観
念
と
し
て
は
思
考
不
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
近
代
の
無
神
論
が
成
立
す
る
。
し
か
し
ユ
ン
ゲ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ルは
、
こ
の
よ
う
な
「
思
考
に
対
す
る
神
観
念
の
支
配
の
破
棄
と
い
う
歴
史
の
前
提
は
、
伝
統
的
な
神
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

つま
り
伝
統
的
神
観
念
に
お
い
て
は
、
思
考
を
支
配
す
る
と
い
う
要
素
が
中
心
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ア
ソ
セ
ル
ム
ス
い
ら
い
の
ス
コ

ラ
主
義
の
形
而
上
学
が
神
を
「
そ
れ
よ
り
大
き
い
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
」
と
定
義
し
た
場
合
に
も
、
思
考
を
含
め
た
一
切

のも
の
示
越
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
神
観
念
は
、
思
考
を
そ
の
最
高
の
形
へ
と
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
自
ら
を
消
尽
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い

う
形
で
思
考
を
支
配
す
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
考
え
方
を
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
　
「
汝
が
神
を
考
え
る
と
き
に
の
み
、
厳
格
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
っ
て
、
汝
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
姿
勢
だ
と
い
う
。
神
観
念
の
、
こ
の
よ
う
な
支
配
に
対
す
る
反
逆
は
、
思
考
を
そ
の
最

高
機
能
に
お
い
て
も
自
己
の
下
に
従
属
さ
せ
る
最
高
存
在
者
と
し
て
の
神
概
念
の
構
想
に
向
け
ら
れ
た
。
ス
コ
ラ
主
義
の
形
而
上
学
に
お

い
ても
、
反
ス
コ
ラ
的
啓
蒙
思
想
に
お
い
て
も
、
神
概
念
は
「
そ
れ
よ
り
大
き
い
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
」
で
あ
り
、
思
考

そ
の
も
の
は
、
そ
の
最
高
の
観
念
の
下
に
、
よ
り
小
さ
い
も
の
と
し
て
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
適
切
に
も
、
こ

れ
を

「目
ま
い
を
起
さ
せ
る
よ
う
な
観
念
」
だ
と
い
っ
た
。
イ
エ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
こ
の
よ
う
な
神
観
念
に
立
つ
カ
ン
ト
、
ヤ
コ

ー
ビ
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
に
お
い
て
は
「
理
性
が
自
ら
を
越
え
た
よ
り
高
い
も
の
を
認
識
す
る
が
、
理
性
自
身
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て

　
　
　
　
　
（
1
1
）

いる
」
と
い
う
。
そ
れ
は
一
人
の
臣
下
が
絶
対
専
制
君
主
を
自
ら
の
支
配
者
と
し
て
承
認
す
る
が
、
°
そ
の
臣
下
は
そ
の
絶
対
権
力
か
ら
完

全
に閉
め
出
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
だ
と
い
う
。
E
・
プ
ロ
ッ
ホ
は
、
神
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
神
学
的
主
張
は
、
神
を
「
そ
こ
に
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

が現
わ
れ
る
余
地
の
な
い
高
み
」
と
す
る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ホ
の
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
神
概
念
に
妥
当

する
と
ユ
ソ
ゲ
ル
は
考
え
る
。
つ
ま
り
近
代
の
無
神
論
は
、
こ
れ
ら
伝
統
的
形
而
上
学
の
有
神
論
が
、
神
を
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
超
越
者
、

抽
象
的
絶
対
者
と
し
た
こ
と
へ
の
反
動
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
西
欧
近
代
の
無
神
論
は
、
有
神
論
と
同
じ
根

から
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
そ
の
思
考
を
、
た
だ
抽
象
的
に
超
越
す
る
だ
け
の
絶
対
者
を
神
と
し
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
。

　
　

神概
念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
＝
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　三
】
二

し
た
が
っ
て
真
に
現
実
的
な
神
が
自
ら
を
示
す
場
所
は
、
こ
の
よ
う
な
有
神
論
と
無
神
論
、
形
而
上
学
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
不
幸
な
、
非
生

産
的
な
対
立
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
ユ
ン
ゲ
ル
の
問
題
提
起
を
、
わ
れ
お
れ
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
G
・
メ
ソ
シ

ソ

グは
、
宗
教
現
象
学
的
視
点
に
立
っ
て
神
観
念
を
「
呪
力
観
的
（
山
団
ロ
㊤
旨
団
゜
・
け
団
ω
。
ゲ
）
」
「
呪
物
崇
拝
的
（
m
巨
日
聾
団
ω
。
げ
）
」
「
有
神
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

（臣
9
ω
昌
ω
o
ゲ
）
」
の
三
つ
に
分
け
た
。
い
ま
こ
の
分
け
方
を
類
型
論
と
し
て
考
え
、
A
型
、
B
型
、
C
型
と
名
づ
け
る
な
ら
ぽ
、
A
型

は
礼
拝
など
宗
教
行
動
の
対
象
と
な
る
も
の
す
べ
て
を
含
む
、
も
っ
と
も
広
範
な
型
で
あ
り
、
B
型
は
、
A
型
の
神
観
念
を
非
形
態
的
と

形
態的
の
二
つ
に
分
け
た
後
者
の
す
べ
て
を
含
む
型
で
あ
り
、
C
型
は
、
B
型
を
非
人
格
的
非
個
性
的
と
人
格
的
個
性
的
と
に
分
け
た
後

者
の
型
と
な
る
。
こ
の
類
型
論
に
よ
れ
ば
、
宗
教
意
識
の
展
開
は
、
A
か
ら
B
を
へ
て
C
へ
と
向
か
い
、
C
の
中
で
も
多
神
論
か
ら
一
神

論
へ
向
か
う
一
般
的
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
も
、
そ
の
典
型
的
な
多
神
論
の
中
で
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
『
神
統

記
』
は
、
宇
宙
の
生
成
と
な
ら
ん
で
、
　
「
死
す
べ
き
身
の
者
ど
も
と
不
死
の
神
々
に
君
臨
」
す
る
最
高
の
神
と
し
て
デ
ィ
オ
ス
（
デ
ウ
ス
）

　
　
　
　
　
（
4
1
）

を

位置
づ
け
る
。
日
本
神
話
に
お
い
て
も
、
平
田
篤
胤
は
『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
、
高
皇
産
霊
神
と
神
皇
産
霊
神
の
中
心
に
立
つ
天
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

中
主
神
を
最
高
主
宰
神
と
し
て
設
定
す
る
。
も
っ
と
も
幅
広
い
A
型
の
神
観
念
か
ら
出
発
し
て
も
、
B
か
ら
C
へ
、
さ
ら
に
C
の
中
で
も

最
高
主
宰
神
から
超
越
的
独
一
神
へ
と
い
う
傾
斜
が
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
斜
に
お
い
て
現
わ
れ
る
神
概
念
の
基
本
的
要
素
を
、

こ
こ
で
は
絶
対
的
超
越
性
と
呼
び
た
い
。

　
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
『
組
織
神
学
』
に
お
い
て
、
宗
教
現
象
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
斜
を
無
視
す
る
「
直
観
的
・
記
述
的
」
な

「

純
粋
現
象学
」
で
は
事
態
を
適
切
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
「
実
存
的
・
批
判
的
要
素
」
を
顧
慮
す
る
「
批
判
的
現
象
学
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の

方
法
をと
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
。
そ
の
批
判
的
現
象
学
の
視
点
か
ら
「
神
の
現
実
性
」
を
論
じ
る
章
（
第
皿
部
、
第
皿
章
）
に
お



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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7
）

い
て
、
彼
は
類
型
論
に
よ
っ
て
神
概
念
の
内
的
、
構
造
的
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　ま
ず
多
神
論
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
「
質
的
概
念
で
あ
っ
て
量
的
概
念
で
は
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
神
が
「
究
極
的
関
心
」
に
か
か

わる
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
多
神
論
は
一
神
論
へ
の
移
行
形
態
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
多
神
論
は
、
　
「
普
遍
主
義

的
」
「
神
話
的
」
「
二
元
論
的
」
の
三
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
の
「
普
遍
主
義
的
多
神
論
」
は
、
す
べ
て
の
自
然
宗
教
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム

をも
含
む
も
っ
と
も
典
型
的
な
多
神
論
で
あ
る
が
、
神
が
「
普
遍
的
で
、
す
べ
て
の
も
の
に
充
満
す
る
聖
な
る
カ
（
マ
ナ
）
の
具
現
化
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
「
実
体
的
統
一
性
が
完
全
な
多
神
論
の
発
生
を
妨
げ
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
す
で
に
こ
の
第
一
類
型
に
一

神
論
へ
の
傾
斜
が
現
わ
れ
る
。
第
二
の
「
神
話
的
多
神
論
」
に
お
い
て
も
、
　
「
神
々
の
間
の
闘
争
は
、
お
の
お
の
の
神
が
求
め
る
無
制
約

的
要
求
に
起
因
す
る
」
の
で
あ
り
、
神
話
の
神
々
も
そ
の
人
型
論
（
ぎ
島
8
b
。
目
o
壱
ゲ
凶
ω
日
）
と
の
結
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
究
極
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

性格
」
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
人
型
論
的
多
神
論
の
中
に
も
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
最
高
主
宰
神
の
設
定
と
い
う
形
で
、
一
神

論
へ
の
傾
斜
が
現
わ
れ
る
。
第
三
の
「
二
元
論
的
多
神
論
」
は
、
多
神
性
が
さ
ら
に
単
純
に
整
理
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
、
神
々
の
闘

争
を
「
神
的
聖
性
と
悪
魔
的
聖
性
と
の
間
の
闘
争
」
に
集
約
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
一
方
の
神
を
《
善
い
》
神
と
呼
ぶ
事
実
そ
の
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

こ
の
神
に
、
悪
い
神
を
優
越
す
る
神
的
性
格
を
付
与
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
あ
ら
ゆ
る
多
神
論
的
神
概
念
は
、
そ
の

背
後
に
あ
る
「
究
極
性
の
要
求
」
の
ゆ
え
に
、
一
神
論
へ
の
方
向
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
な
メ
ン
シ
ソ
グ
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
観
念
の
類
型
論
は
、
神
の
概
念
で
あ
る
以
上
、
い
か
な
る
神
概
念
も
、
な
ん
ら
か
の
形

で
究
極
性
の

要
求
をも
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
絶
対
的
超
越
性
の
要
素
は
、
神
概
念
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
因

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
絶
対
的
超
越
性
の
み
を
、
た
だ
一
方
的
に
貫
徹
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
絶
対
的
超
越
神
は
、
一
切
の
被
造
物
を

超
絶
する
の
み
で
、
結
局
は
一
切
の
被
造
物
と
は
断
絶
し
た
、
そ
れ
ら
と
は
無
縁
で
無
関
係
な
抽
象
的
超
越
性
に
至
っ
て
し
ま
う
。
こ
の

　
　
神
概
念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ニ
ニ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
四

場
合
に
は
、
超
越
さ
れ
る
も
の
が
存
在
せ
ず
、
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
超
越
と
い
う
こ
と
も
意
味
を

失
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
絶
対
的
超
越
性
は
、
さ
き
に
ユ
ン
ゲ
ル
が
「
理
性
自
身
を
排
除
す
る
理
性
を
越
え
た
よ
り
高
い

も
の
」
（
へ
ー
ゲ
ル
）
、
ま
た
は
「
そ
こ
に
人
間
の
現
わ
れ
る
余
地
の
な
い
高
み
」
　
（
プ
ロ
ッ
ホ
）
な
ど
の
言
葉
で
表
わ
そ
う
と
し
た
も

の

であ
る
。
ユ
ソ
ゲ
ル
の
い
う
有
神
論
と
無
神
論
の
デ
ィ
レ
ソ
マ
は
、
こ
こ
で
は
、
神
概
念
の
本
質
的
要
素
と
し
て
の
絶
射
的
超
越
性
の
　
　
　
．

自
己
矛
盾
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
あ
る
真
の
神
の
神
性
の
確
立
は
、
こ
の
よ
う
な
、
超
越
と
い
う
こ
と
の
意

味そ
の
も
の
を
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
抽
象
的
超
越
性
の
追
求
に
よ
っ
て
は
遂
行
し
え
な
い
。
む
し
ろ
神
概
念
の
、
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
と

自
己
矛
盾
を
克
服
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
可
能
性
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
初
期
バ
ル
ト
神
学
の
課
題
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　
神
の
人
間
性
の
実
現

　神
概
念
の
明
確
化
の
た
め
の
第
二
段
階
に
お
け
る
課
題
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
神
の
類
型
論
の
後
半
部
に
お
い
て
一
神
論
の
分
析
に
よ
っ

て

示し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
神
論
を
「
独
裁
的
」
「
神
秘
主
義
的
」
「
排
他
的
」
の
三
類
型
に
分
け
る
。
第
一
の
「
独
裁
的
一
神

論
」
は
、
多
神
論
の
神
概
念
の
相
対
性
を
克
服
し
て
、
絶
対
的
超
越
性
、
究
極
性
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し

こ
の
独
裁
的
最
高
主
宰
神
は
、
天
使
や
精
霊
な
ど
天
的
存
在
を
支
配
す
る
「
万
軍
の
主
」
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
か
ら
の
革
命
的
反
逆
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

び
や
かさ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
か
え
っ
て
、
天
使
礼
拝
な
ど
の
信
仰
形
態
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
の
こ
る
と
い
う
。
第
二
の
「
神
秘
主
義

的
一
神
論
」
で
は
「
究
極
性
の
要
素
が
具
体
性
の
要
素
を
の
み
込
ん
で
し
ま
う
」
。
た
し
か
に
、
否
定
神
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
否
定
辞
に
よ



っ
て
、
神
概
念
は
多
神
論
の
呪
物
崇
拝
的
、
人
型
論
的
具
体
性
を
脱
却
し
、
絶
対
的
超
越
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
徹
底

し
た
否
定
に
よ
っ
て
も
、
神
概
念
に
お
け
る
具
体
性
の
要
素
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
多
く
の
神
秘
主
義
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

そ
こ
に
か
え
っ
て
新
し
い
多
神
論
へ
の
門
が
開
か
れ
る
結
果
と
な
る
。
第
三
の
「
排
他
的
一
神
論
」
は
、
も
っ
と
も
徹
底
し
た
独
一
神
論

に立
つ
啓
示
宗
教
の
神
概
念
で
あ
る
。
預
言
者
や
宗
教
改
革
者
た
ち
は
、
　
「
排
他
的
一
神
論
」
の
徹
底
し
た
内
容
を
主
張
し
た
。
し
か
し

こ
の
場
合
も
、
そ
の
排
他
性
の
み
を
一
方
的
に
強
調
す
る
と
神
概
念
は
具
体
的
要
素
を
喪
失
し
、
抽
象
化
す
る
危
険
が
あ
る
。
そ
の
究
極

性と
普
遍
性
が
歴
史
や
個
人
へ
の
具
体
的
か
か
わ
り
を
排
除
し
、
生
け
る
神
の
具
体
性
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
神
秘
主
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

一神
論
の
神
や
哲
学
的
絶
対
者
の
観
念
に
転
化
す
る
危
険
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
神
論
が
た
だ
一
方
的
に
そ
の
究
極
性
と
絶
対
的
超
越

性
を

主
張
する
な
ら
ば
、
そ
の
抽
象
的
超
越
性
は
か
え
っ
て
神
概
念
の
相
対
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
多
神
論
へ
の
逆
行
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
型
の
一
神
論
の
も
つ
限
界
と
問
題
を
克
服
し
て
「
究
極
性
」
と
「
具
体
性
」
を
相
関
的
に
確
保
す
る
の
は
、
第
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
然
）

の

コ
一
＝
論
的
一
神
論
L
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
場
で
あ
る
。
三
一
論
的
一
神
論
の
「
三
」
と
い
う
の
は
、
神
の

量
的
性格
づ
け
で
は
な
く
、
質
的
性
格
づ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
け
る
神
に
お
け
る
究
極
性
と
具
体
性
の
相
関
的
統
一
で
あ
り
、
生
け

る
神
を
肯
定
す
る
具
体
的
一
神
論
だ
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
テ
ィ
リ
ヅ
ヒ
の
神
概
念
の
類
型
論
は
、
や
や
図
式
的
に
す
ぎ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
現
代
に
お
け
る
神
概
念
の
確
立
の
課

題を
、
宗
教
史
的
展
望
の
下
で
内
容
的
に
提
示
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
提
起
さ
れ
て
い
る
課
題
は
、
あ
の
初
期
の
バ
ル
ト
神
学
が
直
面
し
た
問
題
と
も
、
内
容
的
に
は
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

課
題と
は
、
ド
イ
ッ
理
想
主
義
に
代
表
さ
れ
る
近
代
主
観
主
義
に
よ
る
神
の
内
在
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
神
概
念
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ

　
　
神
概
念
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一
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
六

っ
た
。
し
か
し
こ
の
神
概
念
の
内
在
化
は
次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
。
1
・
カ
ン
ト
が
P
・
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
か
ら
D
・
ヒ
ュ
ー
ム
に
至
る

神
の
存
在
の
証
明
の
否
定
論
を
受
け
つ
い
で
、
悟
性
の
認
識
対
象
と
し
て
た
ん
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
神
の
存
在
の
証
明
の
不
可

能
性
を
論
証
し
た
と
き
に
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
無
神
論
に
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
信
仰
に
座
を
与
え
る
た
め
に
知
識
を

制
限
す
る
」
　
こ
と
が
目
ざ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
実
践
理
性
の
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
る
理
念
と
し
て
の
神
の
道
徳
的
実
在
性
が

「

要請
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
理
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
神
が
、
カ
ン
ト
の
体
系
に
お
い
て
理
性
の
自
律
の
中
に
内

在
化さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
　
『
宗
教
論
』
の
四
つ
の
論
文
の
論
述
か
ら
も
両
面
の
可
能
性
が
読
み
と
れ
る
が
、
カ
ン
ト
の
根
本

の

立
揚が
、
「
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
神
」
の
た
し
か
さ
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
ま
た
J
・
G
・
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
生
き
て
働
い
て
い

る
道
徳
的
世
界
秩
序
」
と
し
て
の
神
も
、
当
時
の
ル
タ
ー
派
教
会
の
保
守
派
か
ら
は
、
　
「
無
神
論
」
と
し
て
糾
弾
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
も

神
の
実
在
性
を
内
在
的
理
性
的
な
道
徳
の
世
界
に
確
保
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
G
・
F
・
W
・
へ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精

神
と
し
て
の
神
に
お
い
て
は
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
神
」
と
「
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
」
と
の
、
人
間
精
神
内
に
お
け
る
弁
証
法
的
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

一と
い
う
一
つ
の
極
点
に
達
す
る
。
こ
こ
で
は
伝
統
的
形
而
上
学
に
お
け
る
最
高
存
在
者
、
絶
対
的
超
越
者
と
し
て
の
神
と
理
性
的
人
間

の

精神
に
内
在
化
さ
れ
た
神
が
合
一
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
が
神
と
人
間
で
あ
る
以
上
、
両
者
が
均
等
の
比
重
を
も

っ

て

弁
証
法
的
に
統合
さ
れ
る
場
合
に
は
、
あ
の
神
の
絶
対
的
超
越
性
と
究
極
性
は
重
大
な
制
約
を
う
け
、
内
在
化
へ
の
傾
斜
を
す
べ
り

はじ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
精
神
に
内
在
化
さ
れ
た
神
は
、
人
間
の
自
己
絶
対
化
の
完
成
と
保
持
に
奉
仕
せ
し
め
ら
れ

る
。
F
・
ニ
ー
チ
ェ
が
「
神
の
死
」
を
宣
告
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
真
の
絶
対
的
超
越
性
を
制
約
さ
れ
、
や
が
て
は
そ
れ
を
ま
汐

たく
喪
失
し
て
行
っ
た
近
代
主
観
主
義
の
神
に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
「
神
の
死
」
を
越
え
て
、
真
に
生
け
る
神
、
真
の
絶

対的
超
越
神
が
復
活
す
る
か
、
あ
る
い
は
死
ん
だ
ま
ま
で
ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
手
に
よ
っ
て
埋
葬
さ
れ
る
か
と
い
う
可
能
性
が
の
こ
さ
れ
る
。



さ
き
に
ユ
ソ
ゲ
ル
が
、
有
神
論
と
無
神
論
、
形
而
上
学
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
対
立
が
、
「
そ
こ
に
人
間
の
現
わ
れ
る
余
地
の
な
い
高
み
」
と

し
て
実
体
化
さ
れ
、
さ
ら
に
理
念
と
し
て
内
在
化
さ
れ
た
神
概
念
と
い
う
一
つ
の
基
盤
か
ら
、
そ
れ
を
軸
と
し
た
反
転
に
ょ
っ
て
生
じ
る

と
い
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
有
神
論
と
無
神
論
の
排
他
的
、
非
生
産
的
二

者択
一
の
彼
方
に
、
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
ま
た
は
矛
盾
対
立
を
越
え
た
新
し
い
神
概
念
の
発
見
、
ま
た
は
生
け
る
神
へ
の
神
概
念
の
転
換
が

可能
か
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
面
か
ら
い
え
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
絶
対
的
超
越
性
の
み
を
一

方的
に
追
求
し
、
趨
越
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
の
意
味
も
失
わ
れ
る
よ
う
な
抽
象
的
超
越
性
に
転
落
す
る
の
で
は
な
く
、
神
の
真
の
絶
対

的
超
越
性
が
具
体
的
、
現
実
的
に
確
保
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　
こ
の
課
題
に
答
え
う
る
た
め
に
は
、
こ
の
真
の
絶
対
的
超
越
性
を
確
保
し
た
神
が
、
そ
の
自
ら
の
優
先
権
に
お
い
て
（
人
間
理
性
の
要

請
に
よ
っ
て
で
は
な
く
）
、
自
ら
を
、
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
（
理
念
の
世
界
に
お
い
て
で
は
な
く
）
、
具
体
的
に
一
人
の
実
在
の
人
間
に

お

い
て

（た
んな
る
観
念
や
実
体
と
し
て
で
は
な
く
）
示
す
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
神
の
啓
示
の
出
来
事
が
、
一
つ
の
具
体

的な
歴
史
上
の
出
来
事
と
し
て
生
起
し
、
一
人
の
実
在
の
人
間
に
お
い
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
真
の
神
性
を
確
保

し
た
神
が
人
間
性
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
神
の
第
二
の
本
質
的
要
素
を
、
こ
こ
で
は
神
の
歴
史
的
現
実
性
と
よ

び
たい

。

　
ユ
ソ
ゲ
ル
は
、
そ
の
最
初
の
バ
ル
ト
神
学
と
の
対
論
の
書
『
神
の
存
在
は
生
成
に
お
い
て
あ
る
ー
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
お
け
る
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

存
在
に
つ
い
て
の
責
任
的
論
述
－
一
つ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
』
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
神
概
念
の
転
換
を
、
　
『
教
会
教
義
学
』

1
、
皿
の
三
一
論
的
神
観
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ユ
ソ
ゲ
ル
は
こ
こ
で
は
、
神
の
存
在
、
と
く
に
そ
の
存
在
の
対
象
性
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

る
H
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
H
・
ゴ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
ァ
ー
と
の
対
論
に
含
ま
れ
る
問
題
点
か
ら
出
発
す
る
。
つ
ま
り
『
教
会
教
義
学
』
皿
／
1
、
一

　
　
神
概
念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
＝
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
入

二
ペー
ジ
以
下
の
「
神
の
対
象
性
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
す
る
。
ブ
ラ
ウ
ソ
が
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
の
実
存
論
的
解
釈
の
方
法

に従
っ
て
、
神
を
「
た
ん
に
与
え
ら
れ
た
も
の
」
と
す
る
「
客
観
化
的
思
考
」
（
o
ぎ
0
9
舞
ぼ
鼠
o
お
口
山
①
ω
U
Φ
口
犀
①
口
）
を
批
判
す
る
こ
と

は

理解
で
き
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
有
神
論
で
あ
れ
無
神
論
で
あ
れ
、
神
を
実
体
と
し
て
措
定
す
る
態
度
に
対
す
る
批

判
で
あ
る
。
し
か
し
ゴ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
ァ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
バ
ル
ト
の
「
神
の
対
象
的
存
在
」
の
主
張
は
、
　
「
対
立
し
て
・
立
つ
も

の
」
（
○
①
α
q
窪
あ
8
げ
魯
山
。
ω
）
と
し
て
の
神
の
絶
対
的
超
越
性
、
神
の
神
性
を
回
復
し
、
一
切
の
内
在
化
、
実
体
化
を
拒
否
す
る
こ
と
を
目

ざ
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ゴ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
　
「
非
客
観
化
」
㊧
口
壁
○
ど
①
巨
ぞ
δ
旨
口
α
q
）
と
「
非
対
象
化
」
（
国
艮
σ
Q
。
σ
q
。
ロ
ー

ω
酔
ぎ
農
筈
§
σ
q
）
と
を
区
別
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
「
非
客
観
化
」
の
主
張
は
正
し
い
が
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
神
の
存
在
の
対
象
性
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

絶
対
的

超
越
性
を

否定
す
る
「
非
対
象
化
」
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
本
論
丈
の
問
題

と
の
関
連
に
お
い
て
い
え
ば
、
神
概
念
の
本
質
的
要
素
と
し
て
の
神
の
絶
対
的
超
越
性
が
抽
象
的
超
越
性
へ
と
転
落
す
る
こ
と
を
回
避
し

つ
つ
、
真
の
絶
対
的
超
越
性
を
確
保
す
る
と
い
う
課
題
に
対
応
す
る
論
点
で
あ
る
。
ユ
ソ
ゲ
ル
は
、
ゴ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
ァ
ー
が
こ
の
課
題
の

遂
行
を
、
　
「
存
る
H
命
題
」
∩
。
。
壁
ω
讐
N
）
の
必
然
性
と
不
適
格
性
の
弁
証
法
的
対
置
と
い
う
形
で
、
い
わ
ば
論
理
的
手
続
に
よ
っ
て
進
め

よ
う
と
す
る
の
を
批
判
す
る
。
む
し
ろ
バ
ル
ト
が
『
教
会
教
義
学
』
1
／
1
に
お
い
て
行
っ
た
よ
う
に
神
の
行
為
の
三
一
論
的
構
造
の
解

明
に
よ
っ
て
進
め
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
ユ
ソ
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
絶
対
的
超
越
性
を
本
質
的
要
素
と
す
る

神
が
歴
史
的
現
実
性
に
お
い
て
自
ら
を
示
す
こ
と
は
、
ま
さ
に
三
一
論
的
な
神
理
解
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
神
の
存
在

は

生
成
に
お

い
てあ
る
」
と
い
う
ユ
ン
ゲ
ル
の
書
物
の
表
題
の
示
す
テ
ー
ゼ
は
、
神
の
存
在
を
客
観
化
、
実
体
化
か
ら
解
放
し
、
歴
史
に

お
い
て

生き
で
働
く
神
と
し
て
神
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
。
「
神
学
的
に
《
生
成
V
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
存
在
論
的
、
根

源
的
に
は
三
一
論
的
範
曜
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
神
は
そ
の
現
臨
を
、
自
ら
に
と
っ
て
異
質
な
未
来
に
向
っ
て
進



む
た
め
に

過
去と
し
て
自
ら
の
あ
と
に
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
三
一
論
的
躍
動
性
（
毎
①
臨
巳
鼠
H
貯
o
げ
o
い
o
げ
。
昌
曲
σ
q
犀
Φ
団
O
に
お
い
て

《
不
可分
に
原
初
と
持
続
と
終
局
で
あ
り
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
同
時
に
す
べ
て
で
あ
る
》
　
（
K
・
バ
ル
ト
『
教
会
教
義
学
』
n
／
1
六

　
　
　
　
（
2
9
）

九
三
ペー
ジ
）
」
と
い
う
。
「
生
成
」
と
は
、
ユ
ン
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
生
け
る
神
の
歴
史
的
現
実
性
を
あ
ら
わ
す
範
疇
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ

て

「

そ
の

存
在
が

生
成
に
お
い
てあ
る
神
は
、
人
間
と
し
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
」
と
も
い
う
。
こ
こ
に
「
十
字
架
に
か
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

た者
の
神
学
」
へ
の
歩
み
が
、
す
で
に
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
神
の
存
在
の
具
体
性
」
は
、
バ
ル
ト
の
神
論
に
お
い
て
は
、

伝
統
的な
三
一
論
に
お
け
る
三
つ
の
位
格
の
「
相
互
関
入
論
」
（
M
》
O
H
剛
O
ゲ
◎
H
①
ω
①
一
〇
げ
H
①
）
と
「
固
有
分
与
論
」
（
諺
℃
箕
o
肩
冨
匡
8
匹
。
腎
Φ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

と
の
対
論
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
ユ
ン
ゲ
ル
は
考
え
る
。
つ
ま
り
三
つ
の
位
格
は
「
固
有
分
与
論
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有

な
仕
方
で
歴
史
と
人
間
に
具
体
的
に
関
与
す
る
。
し
か
し
こ
の
「
固
有
分
与
」
は
、
恣
意
的
な
、
排
他
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

「外
に
向
か
う
三
位
一
体
の
業
は
不
可
分
で
あ
る
」
（
。
℃
①
旨
巳
三
鼠
叶
尻
巴
契
酔
冨
ω
口
暮
言
岳
乱
器
）
と
の
三
一
論
の
原
則
は
、
「
相
互

関
入
論
」
の
動
的
弁
証
法
的
関
連
性
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
独
一
性
と
絶
対
的
超
越
性
が
、
具
体
的
な
歴
史
的
現

実
性
に
お
い
て

確保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
見
思
弁
的
な
論
理
操
作
に
見
え
る
伝
統
的
三
一
論
の
教
説
に
よ
っ
て
、
バ
ル
ト
は
三
一
神
論

の

具
体
的
現
実
性
を明
ら
か
に
し
、
今
日
に
お
け
る
神
概
念
の
転
換
の
手
が
か
り
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ユ
ソ
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
バ
ル
ト
の
三
一
神
論
の
理
解
に
立
っ
て
、
　
「
神
の
啓
示
・
存
在
」
と
「
神
の
紺
象
・
存
在
」
と
を
解
釈
し
、

「神
の
存
在
は
生
成
に
お
い
て
あ
る
」
と
の
テ
ー
ゼ
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
生
成
に
お
い
て
あ
る
神
」
と
は
、
ユ
ン
ゲ
ル

に
お
い
て
は
、
抽
象
的
な
、
自
己
閉
塞
的
な
神
で
は
な
く
、
　
「
固
有
分
与
」
と
「
相
互
関
入
」
に
よ
っ
て
歴
史
的
現
実
性
に
お
い
て
、
絶

対
的
超
越神
の
優
先
権
に
お
い
て
自
ら
を
啓
示
す
る
神
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
は
「
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
」
神
で
あ
り
、
歴
史
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

人間
に
対
す
る
「
然
り
」
を
宣
言
し
、
人
間
に
鮒
す
る
愛
に
も
と
つ
い
て
行
為
す
る
神
で
あ
る
と
い
う
。
神
は
、
神
の
人
間
性
の
実
現
へ

　
　

神
概念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
九



三
二
〇

と
向
っ
て
、
大
き
く
歩
み
出
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

　
ユ
ン
ゲ
ル
は
、
さ
ら
に
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の
三
一
論
と
対
論
し
た
論
丈
「
《
経
倫
的
》
三
一
論
と
《
内
在
的
》
三
一
論
の
関
係
」
に

お
い
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ユ
ン
ゲ
ル
は
、
　
「
経
倫
的
三
一
論
と
内
在
的
三
一
論
の
一
致
」
と
い
う
ラ
ー
ナ

ー
の
三
一
論
の
基
本
テ
ー
ゼ
を
肯
定
的
に
と
り
上
げ
、
そ
れ
が
「
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
者
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
た
福
音
主
義
神
学
」
に

と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
か
を
問
う
て
い
る
。
つ
ま
り
三
一
論
が
た
ん
に
神
自
身
に
お
け
る
位
格
が
三
か
一
か
、
ま

た
そ
の

三
位格
が
ど
の
よ
う
に
関
入
す
る
か
と
い
っ
た
内
在
的
三
一
論
の
思
弁
的
論
理
操
作
に
お
わ
る
こ
と
な
く
、
三
つ
の
位
格
の
神
の

固
有
分
与
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
現
実
性
に
お
い
て
救
済
史
的
に
行
為
す
る
神
の
経
倫
的
三
一
論
と
表
裏
一
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
　
「
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
）

が

生き
て
い
る
と
い
う
単
純
な
真
理
の
表
現
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
三
一
論
は
神
学
を
構
成
す
る
一
教
説
で
は
な

く
、
神
学
全
体
を
規
定
す
る
基
本
的
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
内
在
的
三
一
論
と
経
倫
的
三
一
論
が
表
裏
一
体
で
あ
る
と
い
う
神
学
の
基
本

線
を
、
こ
こ
で
ユ
ソ
ゲ
ル
は
「
神
の
存
在
は
、
そ
の
到
来
に
あ
る
」
（
∩
｝
O
け
け
①
o
o
　
ω
Φ
帥
口
　
団
ω
け
　
帥
H
P
　
H
（
O
H
P
H
P
Φ
口
）
と
い
う
新
し
い
テ
ー
ゼ
で
表

わし
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
テ
ー
ゼ
は
次
の
三
つ
の
側
面
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
「
神
は
神
よ
り
到
来
す
る
」
と
こ
ろ
の
神
は
、

「あ
ら
ゆ
る
存
在
の
、
根
原
な
し
の
根
原
」
と
し
て
の
父
な
る
神
で
あ
る
。
第
二
の
「
神
は
神
へ
到
来
す
る
」
と
こ
ろ
の
神
は
、
　
「
自
己

自
身
へ
、
つ
ま
り
そ
の
子
へ
到
来
す
る
神
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
第
三
の
「
神
は
神
と
し
て
到
来
す
る
」
と
こ
ろ
の

神
は
、
　
「
神
の
霊
的
生
命
の
行
為
に
お
い
て
、
あ
ふ
れ
る
愛
」
と
し
て
の
聖
霊
な
る
神
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
神
の
存
在

は
、
歴
史
的
現
実
性
に
お
け
る
「
生
成
」
に
あ
る
神
か
ら
、
人
間
に
対
し
て
具
体
的
に
、
経
倫
的
、
救
済
史
的
に
現
わ
れ
る
「
到
来
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

お
ける
神
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
の
人
間
性
の
実
現
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
ユ
ソ
ゲ
ル
は
、
『
世
界
の
秘
密
と
し
て
の
神
』
に
お
い
て
、
ま
ず
神
の
神
性
あ
る
い
は
絶
対
的
超
越
性
を
神
に
お
け
る
「
秘
密
の
次
元
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

と
し
て
と
ら
え
、
バ
ル
ト
と
と
も
に
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
主
義
に
は
こ
の
次
元
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
と
の
認
識
か
ら
出
発
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
有
神
論
と
無
神
論
の
闘
争
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
論
の
基
礎
づ
け
の
問
題
」
が
中
心
的
な
テ
ー
マ

と
な
る
。
ま
ず
「
近
代
の
神
観
念
の
ア
ポ
リ
ア
の
表
現
と
し
て
の
神
の
死
の
説
話
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
　
「
神
の
思
考
可
能
性
」
と
「
神

の

言
表
可能
性
」
を
論
じ
た
上
で
、
最
後
に
「
神
の
人
間
性
」
が
主
題
と
な
る
。
こ
の
最
後
の
章
に
お
い
て
は
、
先
に
と
り
上
げ
た
「
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

一論
」
の
論
文
が
引
用
さ
れ
、
最
後
の
§
2
5
「
世
界
の
秘
密
と
し
て
の
三
一
の
神
」
に
お
い
て
は
、
　
「
神
の
存
在
は
そ
の
到
来
に
お
い
て

あ
る
」
の
テ
ー
ゼ
の
「
神
は
神
か
ら
到
来
す
る
」
　
「
神
は
神
へ
と
到
来
す
る
」
　
「
神
は
神
と
し
て
到
来
す
る
」
の
三
つ
の
側
面
が
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

そ
れ
「

信仰
」
　
「
愛
」
　
「
希
望
」
と
の
対
比
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
大
著
の
論
述
の
内
容
に
立
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
今
日
に
お
け
る
神
論
の
基
礎
づ
け
が
最
後
に

「神
の
人
間
性
」
の
三
一
論
的
解
明
に
到
達
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
さ
き
に
『
世
界
の
秘
密
と
し
て
の
神
』
の
中
心
テ
ー
マ
を
端
的

に
示
すも
の
と
し
て
と
り
上
げ
た
講
演
『
《
…
…
神
の
人
間
喪
失
性
で
は
な
く
…
…
》
』
の
表
題
は
、
バ
ル
ト
の
『
教
会
教
義
学
』
W
／
3

（ω
゜
H
Q
◎
g
◎
）
の
次
の
言
葉
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
の
神
喪
失
性
は
あ
る
が
、
和
解
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
神
の
人
間

喪
失
性
はな
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
の
側
に
は
、
最
高
存
在
者
と
し
て
の
神
観
念
の
独
裁
的
支
配

に

対
する
反
逆
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
神
の
内
在
化
に
よ
る
人
間
の
自
己
絶
対
化
、
つ
ま
り
神
の
直
接
的
人
間
化
に
よ
る
人
間
の
神
格
化
が

現実
に
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
人
間
の
側
に
お
け
る
真
の
神
の
喪
失
、
「
神
喪
失
性
」
（
Φ
o
窪
。
ω
μ
α
q
犀
臥
O
は
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
そ
の
絶
対
的
超
越
性
を
歴
史
的
現
実
性
に
お
い
て
啓
示
す
る
三
一
の
神
、
つ
ま
り
、
「
神
よ
り
、
神
へ
、
神
と
し
て
到

来す
る
神
」
は
、
和
解
の
行
為
に
お
い
て
歴
史
と
人
間
へ
と
経
倫
的
、
救
済
史
的
に
到
来
し
、
神
の
人
間
性
を
実
現
す
る
神
で
あ
る
。
こ

の神
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
の
最
初
か
ら
終
り
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
「
人
間
喪
失
性
」
（
罫
口
ω
。
冨
巳
。
巴
σ
q
犀
。
一
け
）
は
な
い
と
い
う
。

　
　

神概
念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
二



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
三
二
二

人間
は
神
を
忘
れ
、
見
失
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
神
は
人
間
を
見
失
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
、
　
『
教
会
教
義
学
』
W
の

「

和解
論
」
の
基
本
的
視
点
を
述
べ
た
テ
ス
ト
・
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
『
神
の
人
間
性
』
に
お
い
て
、
　
「
正
し
く
理
解
さ
れ
た
神
の
神
性
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

神
の
人
間
性
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
神
の
概
念
が
、
あ
の
有
神
論
と
無
神
論
の
排
他
的
、
非
生
産
的
二
者
択
一
の
デ
ィ
レ
ン

マと
、
抽
象
的
な
絶
対
的
超
越
性
の
自
己
矛
盾
を
脱
出
し
、
真
に
現
実
的
な
生
け
る
神
の
概
念
と
し
て
確
立
さ
れ
、
神
概
念
の
転
換
が
完

遂
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
神
の
神
性
は
、
神
の
人
間
性
の
実
現
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
い
か

え
れ
ば
、
歴
史
的
現
実
性
を
も
た
な
い
神
概
念
は
、
絶
対
的
超
越
性
を
も
喪
失
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
以
上
の
ユ
ソ
ゲ
ル
の

バ

ル
ト
解
釈
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
神
概
念
の
神
性
と
人
間
性
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
　
『
教
会
教
義
学
』
W
の
「
和
解

論
」
に
お
い
て
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
神
学
の
キ
リ
ス
ト
の
二
境
位
論
（
N
≦
Φ
同
ω
叶
餌
昌
山
O
H
山
O
ゴ
H
①
）
の
卑
下
の
境
位
（
曾
9
ロ
ω
⑦
臨
口
幾
〇
三
ε
と

高
挙
の
境
位
（
ω
3
葺
。
。
①
図
巴
鼠
口
o
巳
ω
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
僕
と
し
て
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
と
「
主
と
し
て
の
僕
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
」
と
し
て
新
た
に
解
釈
し
た
と
き
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
ー
／
1
の
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
け
る
ゴ
＝

論
的
神観
の
「
相
互
関
入
論
」
と
「
固
有
分
与
論
」
の
再
解
釈
の
中
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
明

ら
か
に
な
っ
た
中
心
点
は
、
神
の
神
性
の
確
立
の
た
め
の
神
概
念
の
転
換
は
、
神
の
人
間
性
の
実
現
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

であ
っ
た
。

三
　神
の
知
解
可
能
性

今
日
の
擬
似
相
対
主
義
に
よ
る
神
の
模
造
品
の
氾
濫
す
る
状
況
の
中
で
、
　
「
神
を
神
と
す
る
」
こ
と
、
真
の
神
と
出
会
う
た
め
の
神
概



念
の
転
換
は
、
真
の
神
性
と
真
の
人
間
性
と
を
も
つ
神
、
つ
ま
り
絶
対
的
超
越
性
を
保
持
し
つ
つ
歴
史
的
現
実
性
に
お
い
て
自
ら
を
啓
示

する
三
一
の
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
現
実
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
遂
さ
れ
る
と
い
う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
差
当
り
の
結
論
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
神
概
念
の
明
確
化
が
今
日
に
お
け
る
神
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
一
つ
の
重
要
な

問
題
が
の
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
力
動
的
、
現
実
的
三
一
論
の
神
を
人
間
の
知
性
が
は
た
し
て
理
解
し
う
る
の
か
、
ま
た

そ
の
場
合
の
知
的
理
解
の
構
造
は
な
に
か
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
知
的
理
解
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
出
発

点
に
あ
っ
た
有
神
論
と
無
神
論
の
二
者
択
一
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
人
間
の
思
考
を
一
方
的
に
支
配
す
る
最
高
存
在
者
と
し
て
の
神
観
念
に

対
する
思
考
の
反
逆
か
ら
生
じ
た
。
思
考
は
も
は
や
理
性
を
越
え
た
神
の
観
念
に
麦
配
さ
れ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
そ
の
結
果
、
神
観
念
は

思
考
不
可能
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
概
念
と
人
間
の
思
考
の
排
他
的
対
立
関
係
が
い
か
に
し
て
乗
り
越

え
ら
れ
る
か
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
神
概
念
の
知
解
可
能
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
論
丈
で
は
、
そ
の
基
本
的
方
向
を
指
示
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
こ
で
求
め
ら

れ
て

いる
の
は
、
最
高
存
在
者
と
し
て
の
神
観
念
が
人
間
の
思
考
を
一
方
的
に
支
配
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
つ
有
神
論
と
、
こ
の
よ
う
な
神

観念
の
支
配
に
対
す
る
思
考
の
反
逆
と
し
て
生
ま
れ
た
無
神
論
の
対
立
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
世
界
の
秘
密
と
し
て
の
力
動
的
三
一
論
の

神
を
知
的
に
理
解
す
る
謙
虚
で
開
か
れ
た
認
識
の
可
能
性
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
体
化
さ
れ
た
最
高
存
在
者
と

し
て
の
神
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
、
自
由
と
自
主
性
を
喪
失
し
た
知
性
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
支
配
に
反
逆
し
て
自
己
を
絶
対
化
す
る

内
在
的
主
観
主
義
の
知
性
に
よ
っ
て
も
、
　
「
真
の
神
に
し
て
真
の
人
」
な
る
三
一
の
神
は
認
識
し
え
な
い
。
こ
の
対
立
を
越
え
た
新
し
い

神
認
識
の
可
能
性
を
、
バ
ル
ト
は
す
で
に
『
教
会
教
義
学
』
皿
／
1
の
「
神
認
識
」
の
章
の
§
卿
「
神
認
識
の
限
界
」
に
お
い
て
提
示
し

て

いる
。

　
　
神
概
念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
三
二
四

　
　
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
神
の
認
識
可
能
性
」
と
は
、
神
の
側
か
ら
い
え
ば
、
神
自
身
が
真
理
で
あ
り
、
真
理
と
し
て
自
ら
を
人
間

　
に
啓
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
ま
た
人
間
の
側
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
神
の
あ
わ
れ
み
と
愛
の
対
象
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

神
の
恵
み
に
よ
っ
て
神
の
真
理
に
参
与
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
つ
。
こ
の
神
と
人
間
の
基
本
的
秩
序
関
係
の
下
で
神
認
識
の
限
界
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

設
定
する
テ
ー
ゼ
は
、
　
「
神
は
神
に
よ
っ
て
の
み
認
識
し
う
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
神
認
識
は
、
ふ
た
た
び
あ

の

神
観
念と
人
間
の
思
考
の
ア
ポ
リ
ア
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
テ
ー
ゼ
に
よ
る
神
認
識
が
、
実
体
化
さ
れ
た
神
観
念
の

　
一
方
的
支
配
の
下
に
お
か
れ
な
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
謙
虚
で
開
か
れ
た
神
認

識
の
出
発
点
（
汁
O
H
H
P
印
目
ロ
ロ
励
㊤
ρ
口
O
）
と
到
達
点
O
霞
日
ぎ
自
註
ρ
器
ヨ
）
、
す
な
わ
ち
こ
の
出
来
事
の
は
じ
め
と
お
わ
り
が
明
確
に
な
る
こ

　
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
い
う
。

　　
ま
ず
「
神
は
神
自
身
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
」
と
い
う
神
認
識
に
お
い
て
は
、
神
が
そ
の
対
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
起
源
で
あ

り
、
主
体
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
神
が
神
と
わ
れ
わ
れ
人
間
と
の
間
の
関
係
を
設
定
し
な
い
か
ぎ
り
、
神
は

わ
れ
わ
れ
に
は隠
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
神
の
隠
蔽
性
」
が
人
間
の
神
認
識
の
限
界
設
定
と
な
る
。
神
認
識
の
限
界
は
、
人
間
の
認
識

能
力
の
限
界
設
定
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
優
先
権
の
下
で
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
神
の
優
先
権
に
お
い
て
、
神
が
神

自
身
を
啓
示
し
、
神
認
識
と
い
う
神
と
人
間
の
出
会
い
を
成
立
せ
し
め
る
の
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
、
神
の
被
造
物
へ

　
の
降
下
で
あ
る
。
そ
こ
で
神
の
隠
蔽
性
、
神
認
識
の
限
界
が
も
っ
と
も
具
体
的
な
形
で
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
神
認
識

　
の
出
発
点
で
あ
る
。

．
　
つ
ぎ
に
、
こ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
の
出
来
事
が
神
認
識
の
限
界
だ
と
す
れ
ば
、
神
の
隠
蔽
性
と
い
う
否
定
は
、
こ
の

　
イ
ソ
マ
ヌ
ー
エ
ル
の
事
実
へ
の
感
謝
に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
肯
定
に
転
換
し
、
そ
の
ま
ま
で
神
認
識
の
積
極
的
な
成
立
根
拠
、
神
認
識
と



　
いう
出
来
事
の
現
実
そ
の
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
神
認
識
の
目
標
は
、
こ
の
出
来
事
の
現
実
そ
の
も
の
を
画
く
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

　
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
の
出
来
事
、
神
が
人
間
と
な
っ
た
と
い
う
出
来
事
そ
の
も
の
が
神
認
識
の
到

　

達点
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
に
、
神
認
識
の
出
発
点
と
到
達
点
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
の
出
来
事
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
間
に
、
途
上

　
にあ
る
者
と
し
て
の
人
間
の
神
認
識
が
可
能
に
な
る
と
バ
ル
ト
は
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
論
丈
の
表
現
で
い
え
ば
、
そ
の
絶
対
的
超

　
越
性
を

歴
史的
現
実
性
に
お
い
て
啓
示
す
る
三
一
の
神
、
神
の
真
の
神
性
を
確
保
し
つ
つ
真
の
人
間
性
を
実
現
す
る
神
が
そ
の
出
発
点
と

　

到
達
点
であ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
可
能
に
な
る
神
認
識
に
よ
っ
て
、
あ
の
神
の
観
念
と
人
間
理
性
の
ア
ポ
リ
ア
を
越
え
た
、
謙
虚

　

で開
か
れ
た
神
認
識
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
可
能
性
の
確
認
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
に
求
め
ら
れ
た
神
概
念
の
転
換
が
完
遂
さ

、

れ
たと
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
森嘉
蔵
『
今
日
の
神
学
ー
近
代
か
ら
現
代
ヘ
ー
』
、
弘
文
堂
、

（1
）
　
拙
著
『
主
体
と
超
越
ー
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
バ
ル
ト
へ
ー
』
　
　
　
　
　
一
九
五
〇
年
、
九
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

　
創
文
社
、
一
九
七
五
年
㍉
三
三
七
ペ
ー
ジ
以
下
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
犀
冒
昌
α
q
巴
“
O
o
需
巴
。
・
O
。
ゲ
。
ぎ
三
。
。
山
霞
妻
o
諏
ー
N
口
H
切
卑

（2
）
　
前
掲
書
、
七
〇
ペ
ー
ジ
以
下
。
二
八
六
ペ
ー
ジ
以
下
。
　
　
　
　
　
　
　
　
α
Q
昆
ロ
山
琶
σ
q
α
o
H
日
ゲ
o
o
ざ
σ
Q
即
o
侮
o
の
O
o
ζ
o
自
団
α
q
8
口
幽
日
ω
言
o
圃
け

（3
）
国
』
島
。
冨
国
巨
田
慧
訂
冨
げ
⑦
ロ
ω
冨
珪
ー
2
凶
跨
ω
。
貯
。
巳
W
ユ
。
・
　
　
ミ
即
ω
。
冨
ロ
↓
冨
団
ω
日
ロ
゜
・
呂
山
諺
匪
。
巨
ロ
ω
1
↓
臣
ぎ
α
q
。
P
H
零
S
ω
ω
゜

h
魯
ロ
ロ
山
碧
8
げ
凶
o
σ
Q
壁
喝
甑
ω
o
冨
ロ
日
o
算
o
ロ
ー
”
竃
麟
目
げ
8
㍉
零
ρ
ω
゜
　
　
　
　
H
〆
㎝
㎝
h
‘
H
b
。
o
。
鉾
ミ
Q
。
こ
げ
0
8
口
店
o
携
ω
ω
』
お
ム
゜

O
°
。

帥
ψ
O
零
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
崖
山
゜
G
。
°
P

（4
）
　
そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
は
、
波
多
野
精
一
『
宗
教
哲
学
序
論
』
、
　
　
（
7
）
　
U
o
H
吻
・
ご
”
・
：
国
o
ぎ
o
蜜
o
昌
ω
o
ゲ
o
巳
o
。
・
回
σ
Q
犀
①
津
O
o
暮
窃
…
曽
讐
l
N
口
同

　
『
波
多
野
精
一
全
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
♪
二
六
九
　
　
　
　
↓
げ
8
一
。
α
Q
団
。
囚
霞
一
団
霞
匪
農
ミ
回
。
・
。
冨
p
日
げ
。
♂
旨
扇
琶
匹
諺
チ
・
回
日
島

　
ペ
ー
ジ
以
下
と
く
に
二
九
九
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
”
ぎ
“
団
く
器
α
q
9
。
。
鼻
o
目
げ
o
o
ご
α
Q
置
ω
μ
”
H
㊤
謡
り
ω
ω
・
Q
。
刈
の
中
ぎ
韓

　
　
神
概
念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
五



三
二
六

ゆ舞
穿
・
ω
ε
象
。
ロ
”
O
o
富
邑
o
貫
H
㊤
。
。
b
。
”
ω
o
o
°
。
。
。
。
b
。
中
9
こ
の
論
文
は
、
一
　
　
　
　
一
九
八
四
年
、
六
六
ペ
ー
ジ
。

九七
一
年
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
と
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ソ
で
開
か
れ
た
カ
ー
　
　
　
（
1
5
）
　
平
田
篤
胤
『
霊
の
真
柱
』
、
岩
波
書
店
、
「
日
本
思
想
大
系
」
5
0
、

　
ル

・

バ

ルト
展
の
開
会
記
念
講
演
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
三
年
、
一
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
8
）
　
一
げ
凶
F
団
ロ
”
b
d
m
詳
げ
－
G
o
梓
ロ
α
凶
o
ロ
讐
ω
゜
G
◎
c
Q
b
o
h
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
弓
゜
↓
出
＝
o
ゲ
鱒
ω
矯
ω
8
ヨ
ロ
島
o
日
ゴ
o
o
ざ
σ
Q
ざ
切
F
H
り
H
り
α
P
娼
唱
・
H
O
①
h
・

（9
）
達
P
ω
゜
ω
゜
。
ω
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
ま
匹
゜
6
℃
』
・
。
b
。
歯
ω
㎝
゜

（
1
0
）
　
団
げ
幽
F
ω
．
G
o
◎
◎
幽
’
o
h
°
い
゜
団
o
ロ
⑦
同
げ
ロ
o
ゲ
“
】
）
”
ω
≦
o
ω
o
目
匹
o
o
o
O
げ
臨
ω
・
　
　
　
　
（
1
8
）
　
一
げ
達
・
”
や
b
o
b
コ
b
o
・

　
け
Φ
ロ
叶
ロ
ヨ
ロ
゜
跨
目
ω
α
q
餌
げ
o
凶
口
凶
≦
〇
一
切
餌
昌
畠
o
炉
ず
σ
q
°
＜
o
口
妻
。
ω
o
げ
ロ
中
①
昌
・
　
　
　
　
（
1
9
）
　
凶
げ
匡
・
“
唱
・
N
b
o
蔭
隔
・

　げ
pロ
o同
り
切
ユ
。
H
H
㊤
α
ρ
ω
゜
o
Q
①
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
凶
げ
乙
・
“
や
b
o
b
o
伊

（
1
1
）
　
μ
ぴ
筐
゜
o
』
°
O
°
堵
゜
局
゜
出
o
σ
q
o
ご
Φ
貯
ロ
げ
⑦
昌
⊆
ロ
山
≦
団
ω
゜
・
o
昌
゜
○
山
o
同
　
　
　
（
2
1
）
　
ま
達
゜
”
喝
』
b
。
㎝
h
°
独
裁
的
一
神
論
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
批
判

　ら
o
切
①
φ
①
臨
o
諺
や
げ
ロ
o
°
・
o
℃
げ
冨
ユ
o
同
ω
ロ
ぼ
⑦
ζ
貯
津
鋒
㍉
口
臨
o
目
く
〇
一
7
　
　
　
　
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
も
論
じ
て
い
る
。
o
h
°
H
。
ζ
o
犀
日
ロ
ロ
昌
”
日
N
ぎ
同
薮
け

　
o
。
仲
9
3
口
山
凶
σ
q
評
Φ
津
讐
H
o
同
局
o
同
旨
①
昌
”
巴
ω
囚
㊤
ロ
け
冨
o
げ
①
り
臼
餌
8
げ
μ
の
o
ヶ
o
¢
ロ
伍
　
　
　
　
ロ
ロ
山
図
o
凶
o
ゲ
O
o
洋
o
ω
“
竃
口
昌
o
ぽ
o
ロ
リ
H
り
o
Q
ρ
ω
゜
H
瞠
ぬ
゜
モ
ル
ト
マ
ン
の

国
゜
窪
①
器
冨
国
窪
一
〇
ω
o
℃
ぼ
o
”
ω
゜
毛
゜
し
ロ
げ
出
ぎ
日
゜
・
勢
霧
σ
q
餌
び
゜
旨
σ
q
°
く
o
ロ
　
　
　
　
所
論
は
、
こ
こ
で
い
う
一
神
論
全
体
の
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
妥
当
す
る

出
゜
9
0
。
一
白
o
凝
国
山
。
H
り
H
O
①
㎝
論
ω
』
°
。
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
ろ
う
。

（
2
1
）
　
一
げ
凶
匹
゜
O
h
°
国
゜
］
W
一
〇
〇
げ
鱒
b
叶
げ
O
凶
ω
8
口
ω
回
日
O
げ
ユ
ω
け
O
昌
け
ロ
ヨ
リ
N
亘
H
　
　
　
　
（
羽
）
　
℃
°
］
り
団
＝
団
O
げ
鱒
団
げ
団
ユ
゜
”
娼
゜
N
h
o
O
°

　図
O
出
α
q
凶
O
昌
畠
O
吻
国
属
O
島
ロ
匂
n
β
μ
伍
儀
O
の
切
O
凶
0
ゲ
O
ω
堕
O
O
ω
恥
目
轟
◎
ロ
ω
α
q
餌
ぴ
ρ
　
　
　
　
（
％
）
　
同
げ
凶
F
鱒
娼
゜
b
o
N
刈
｛
°

　切
α
゜
H
♪
H
ゆ
①
Q
o
噂
ω
゜
O
c
o
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）
　
凶
げ
凶
ユ
．
”
℃
．
b
コ
b
⊃
o
Q
中
゜

（1
3
）
○
°
鼠
。
ロ
ω
9
冒
σ
Q
“
U
δ
図
o
躍
α
q
凶
o
P
国
窃
9
。
凶
…
口
α
q
ω
h
臼
日
①
ロ
”
　
　
　
（
2
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
主
体
と
超
越
』
、
四
八
ペ
ー
ジ
以

　ω
け
昌
ぼ
痺
蔓
噂
Φ
ロ
毒
価
目
。
げ
o
ロ
の
σ
q
。
ω
。
欝
ρ
ω
葺
g
σ
Q
霞
♂
H
8
P
ω
ω
・
　
　
　
　
下
参
照
。

　。
。

劇中
‘
嵩
㊤
津
下
宮
守
之
、
田
中
元
訳
『
宗
教
と
は
何
か
』
、
法
政
大
　
　
　
（
2
6
）
　
国
．
冒
昌
α
q
o
一
”
0
9
8
m
ω
⑦
ぎ
一
ω
叶
一
B
≦
①
匹
。
ロ
ー
＜
。
壁
艮
≦
o
H
亨

　
学出
版
局
、
一
九
八
三
年
、
七
五
ぺ
ー
ジ
以
下
、
＝
＝
ぺ
ー
ジ
以
下
、
　
　
　
ま
ゲ
。
図
①
山
。
＜
o
ヨ
ω
9
ロ
0
9
8
°
。
げ
9
国
麟
ユ
切
胃
チ
ー
国
団
”
。
り
胃
㌣

（14
）
　
ヘ
シ
オ
ド
ス
『
神
統
記
』
五
〇
五
、
広
川
洋
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
　
　
　
　
や
穿
p
。
。
・
¢
ー
”
日
ロ
三
ロ
σ
q
o
ぎ
H
O
①
α
・



（2
7
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
。
　
『
神
の
存
在
の
対
象
性
　
　
　
（
3
2
）
冒
昌
σ
q
。
一
誌
甑
F
ω
゜
H
8
融
゜

　
　
　
　研究
ノ
ー
ト
　
』
、
東
京
女
子
大
学
創
立
五
＋
周
年
記
念
論
文
　
　
（
3
3
）
∪
・
同
9
”
U
器
く
。
島
巴
言
凶
。
・
》
”
α
ざ
日
魯
圃
の
9
2
、
．
β
巳
も
日
ヨ
㌣

　集
、
哲
学
編
、
一
九
七
三
年
、
六
九
ペ
ー
ジ
以
下
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
o
莫
⑦
H
”
、
↓
臨
巳
錘
ρ
1
国
H
箋
餌
o
q
ロ
ロ
σ
q
麟
げ
o
H
o
ぎ
o
寓
巨
凶
ω
。
げ
o
切
㌣

（2
8
）
出
゜
O
。
＝
鼠
欝
。
月
”
U
岡
。
国
凶
ω
け
。
自
O
。
欝
ω
巨
切
。
ざ
目
ヨ
凶
ω
　
　
α
q
a
巳
琶
σ
q
山
。
H
日
ユ
巳
攣
。
。
一
⑦
腎
。
よ
目
諺
器
。
三
島
§
彗
山
凶
μ

　
山
oω

O
冨
¢
げ
o
昌
ω
・
竃
自
口
o
ゲ
o
炉
H
O
①
o
。
”
ω
・
c
。
Q
。
°
前
掲
拙
論
八
五
ペ
ー
ジ
　
　
　
　
諺
＝
ω
o
ぎ
m
ロ
山
①
H
°
。
①
旨
口
”
σ
q
ヨ
一
け
囚
゜
図
四
げ
ロ
①
H
ω
い
Φ
腎
o
く
o
日
山
H
o
凶
－

　以
下
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
巴
臨
α
q
o
ロ
O
o
算
巴
ω
育
9
ロ
ω
N
o
巳
o
β
8
昌
d
H
σ
q
…
目
山
畠
葭
国
o
団
尻
α
q
甲

（2
9
）
冒
口
σ
q
。
汀
団
寓
F
ω
゜
≦
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
・
。
ゲ
同
。
年
。
°
貯
騨
N
↓
ゲ
国
゜
話
弘
o
誤
り
ω
゜
。
。
㎝
。
。
卑

（
3
0
）
　
団
寓
F
ω
゜
＜
u
こ
の
点
に
関
し
て
多
く
の
議
論
を
ま
き
起
し
た
モ
ル
　
　
　
（
3
4
）
　
μ
寓
阜
ω
゜
ω
㎝
。
。
°

　ト
マ
ソ
の
著
書
H
°
蜜
o
犀
ヨ
m
目
ロ
鱒
U
o
H
σ
q
⑦
犀
H
o
二
旦
α
q
8
0
9
ρ
l
U
9
ω
　
　
　
（
3
5
）
　
団
σ
置
゜
ω
゜
G
。
8
h
°

寄
。
自
O
耳
圃
゜
。
島
・
尻
O
歪
巳
口
乱
昏
三
犀
。
訂
団
゜
。
臣
。
冨
H
↓
ず
8
す
　
　
（
3
6
）
U
。
H
°
。
°
”
0
9
冨
♂
O
。
冨
巨
三
ω
山
霞
妻
。
F
ω
゜
×
目
゜

σ
q
旦
ζ
凶
ロ
o
ザ
①
ロ
レ
リ
お
。
。
’
の
問
題
点
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
o
h
°
冒
昌
α
q
o
げ
　
　
　
（
3
7
）
　
帥
寓
F
o
Q
°
ω
。

　
凶
ぼ
山
゜
ω
ω
゜
μ
α
”
o
o
伊
b
o
O
O
り
ト
c
o
H
°
信
゜
9
°
ま
た
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
学
派
の
神
　
　
　
（
3
8
）
　
幽
げ
置
゜
ω
゜
窃
O
刈
中
゜

　
学者
ゼ
レ
の
著
書
U
°
ω
0
3
昌
①
”
ω
8
＝
＜
o
H
窪
⑦
言
口
α
q
°
ー
田
口
国
薗
や
搾
2
　
　
　
（
3
9
）
　
団
げ
達
．
ω
゜
α
犀
中

↓
ゲ
O
O
ざ
o
q
団
O
ロ
9
。
O
ゲ
山
O
旨
と
6
0
山
O
O
O
窪
①
゜
。
℃
り
り
竃
餌
口
O
げ
O
静
μ
8
α
゜
も
論
　
　
　
（
4
0
）
　
囚
．
切
舞
臣
“
∪
一
〇
ζ
O
富
O
窪
♂
げ
評
O
謬
O
O
欝
霧
噂
営
”
目
ず
O
O
ド

じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
入
ら
な
い
。
。
h
°
冒
昌
α
q
巴
“
　
　
　
　
ω
ε
山
・
・
国
h
・
戯
。
。
弘
㊤
㎝
9
ω
・
H
O
・

凶げ
凶
山
゜
ω
゜
α
①
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
∪
。
H
。
・
°
鱒
U
冨
臨
「
。
臣
。
冨
U
。
α
q
日
p
け
団
置
H
H
＞
ω
゜
O
評
㈱
b
。
①
”

（
3
1
）
臼
貯
α
q
o
ご
μ
げ
団
鮎
゜
ω
゜
凸
中
‘
く
σ
q
ピ
国
゜
切
母
爵
“
∪
団
Φ
翫
H
。
臣
。
冨
　
　
　
ピ
¢
房
象
N
°

u
。
。
q
蕾
梓
凶
ぎ
H
＼
ど
ω
ω
・
ω
8
卑
℃
出
韻
‘
＆
㎝
玉
㊤
メ
α
8
．
　
　
　
　
　
（
4
2
）
団
臣
゜
ω
゜
b
。
β
姻
b
。
刈
レ
。
冨
”
寅

神概
念
の
転
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
七


