
「宗
教
哲
学
の新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て

　
　i
武
藤
一
雄
名
誉
教
授
の
学
問
的
立
場
を
め
ぐ
る
断
想
（
そ
の
一
）
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今　
井
　
　
　
　
晋

一、

武
藤
教
授
の

立
場ー
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
と
「
内
在
的
超
越
」
の
論
理

　
武藤
一
雄
教
授
の
多
数
の
労
作
の
う
ち
『
宗
教
哲
学
』
（
一
九
五
五
年
）
『
神
学
と
宗
教
哲
学
と
の
間
』
（
一
九
六
一
年
）
『
宗
教
哲
学
の

新
し
い
可
能
性
』
（
一
九
七
四
年
）
そ
し
て
『
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
論
集
』
1
（
一
九
八
〇
年
）
H
（
一
九
八
六
年
）
m
（
一
九
九
三
年
）

は
、
思
索
の
発
展
か
ら
み
て
特
に
密
接
な
関
連
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
」
と
現
実
化
を
追
求

す
る
道
程
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
」
と
は
、
著
者
の
創
見
に
も
と
つ
い
た
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
と
称
す

る
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
論
集
の
表
題
や
目
次
の
論
文
題
目
な
ど
か
ら
す
る
印
象
判
断
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
著
作
は

神
学的
論
文
と
宗
教
哲
学
的
論
文
を
な
い
ま
ぜ
に
集
録
し
た
も
の
と
速
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
純
な
誤
解
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　
教
授
の

各
論
文は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
と
称
す
る
独
自
の
立
場
に
貫
徹
さ
れ
た
内
容
の
重
厚
な
業
績
で
あ
る
。
か
れ
は

神
学
界
の

通
説
に

必ず
し
も
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
と
き
と
し
て
、
こ
れ
を
超
越
な
い
し
突
破
し
て
、
底
知
れ
ぬ
深
処
か
ら
把
捉
し
な
お

す
、
深
淵
的
な
∪
①
爵
霞
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
に
、
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
の
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
と
い
う
立
場
と
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ
リ

た
そ
の
立
場
を
可
能
に
す
る
「
内
在
的
超
越
」
の
論
理
に
つ
い
て
、
か
れ
自
身
に
よ
る
簡
明
な
解
説
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「宗
教
哲学
の
新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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　そ
れ
に
よ
る
と
、
宗
教
哲
学
の
二
つ
の
類
型
と
し
て
、
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
と
「
哲
学
的
宗
教
哲
学
」
と
を
対
置
さ
せ
る
用
語
法
を
、

か
れは
故
菅
圓
吉
博
士
の
著
書
（
『
宗
教
－
宗
教
哲
学
序
説
』
『
理
性
と
啓
示
－
神
学
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
問
題
』
）
か
ら
学
び
と
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
上
述
の
二
類
型
を
区
別
す
る
用
語
法
な
ら
び
に
、
そ
の
う
ち
の

神
学的
宗
教
哲
学
を
選
択
す
る
態
度
に
お
い
て
は
菅
博
士
と
一
致
す
る
と
し
て
も
、
神
学
的
宗
教
哲
学
そ
の
も
の
の
理
解
に
お
い
て
全
く

相
違
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
（
一
九
五
五
年
）
『
宗
教
哲
学
』
（
武
藤
著
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ

て

いる
。

　
「
神
学
的
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
哲
学
が
神
学
に
よ
っ
て
う
ら
づ
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
面
が
強
く
あ

ら
わ
れ
る
…
…
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
神
学
に
帰
一
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
や
は
り
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

神学
と
哲
学
と
の
否
定
的
媒
介
関
係
は
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
場
合
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

教
哲学
が
即
神
学
で
あ
り
、
あ
る
い
は
神
学
が
そ
れ
自
身
宗
教
哲
学
を
僧
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
は
神
学
的
宗
教
哲
学
の
名
に

値す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
神
学
が
そ
の
傾
向
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
学
は
哲
学
を
排

除
拒
斥し
て
、
自
己
閉
鎖
的
完
結
性
を
主
張
す
る
一
種
の
新
ス
コ
ラ
主
義
的
傾
向
を
示
す
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
神
学
を
哲
学
に
解

消
す
る
が
ご
と
き
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
逆
方
向
の
抽
象
に
陥
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
私
は
こ
の
点
で
は
、
菅
圓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

吉
氏
が

バ
ルト
神
学
を
も
っ
て
最
も
典
型
的
な
神
学
的
宗
教
哲
学
の
立
場
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

（
＝
九
頁
）
。

　そ
し
て
武
藤
教
授
自
身
は
神
学
的
宗
教
哲
学
の
範
例
を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
見
出
し
て
、
先
ず
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実

存
哲学
は
、
一
面
に
お
い
て
神
学
に
規
定
さ
れ
た
哲
学
と
い
う
意
味
を
も
ち
つ
つ
、
他
面
に
お
い
て
あ
く
ま
で
実
存
の
立
場
に
立
脚
す
る



哲学
と
し
て
、
そ
の
う
ち
に
神
学
に
否
定
的
に
対
立
す
る
契
機
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　ま
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
も
、
あ
く
ま
で
神
学
的
真
理
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
神
学
の
形
成
す
る
神
学
圏
内
に
自
閉
さ
せ
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

く
、
そ
の
よ
う
な
神
学
圏
の
外
側
に
も
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
か
れ
は
い
わ
ば
、
神
学
圏
に
徹
底
的
に
内
在
的
に
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
超
越
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
哲
学
な
い
し
宗
教
哲
学
と
の
媒
介
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
神
学

の

「内
在
的
超
越
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
は
「
神
学
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
仕
事
が
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
の
基
礎

の

脱自
性
・
自
己
超
越
性
を
顕
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
宗
教
哲
学
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
消
息
が
示
さ

れ
て

い
る
」
と
も
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
神
学
圏
内
に
自
閉
的
な
バ
ル
ト
的
神
学
主
義
に
批
判
的
な
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
弁
証
論
的
神
学
は

哲
学
的
神学
と
も
称
せ
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
に
宗
教
哲
学
に
非
常
に
接
近
し
た
立
場
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
と
も

称し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
元来
、
武
藤
教
授
の
創
見
と
さ
れ
る
神
学
的
宗
教
哲
学
は
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
宗
教
哲
学
を
排
除
す
る
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、
実
は

相
互
に
媒
介
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
し
て
神
学
と
宗
教
哲
学
と
い
う
い
わ
ば
二
つ
の
異
質
的
な
道
を
具
体
的
に
媒
介
す
る
可
能
性
と

必
然性
を
追
究
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
神
学
的
宗
教
哲
学
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　因
み
に
、
か
れ
の
著
作
で
し
ば
し
ば
く
り
返
さ
れ
る
「
内
在
的
超
越
」
と
い
う
思
想
は
、
西
田
哲
学
（
と
り
わ
け
西
田
先
生
の
最
晩
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

の

論文
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
）
の
示
教
に
も
と
つ
く
こ
と
は
、
武
藤
教
授
自
身
の
告
白
が
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
私
は
、

（西田
）
先
生
の
『
将
来
の
宗
教
は
、
超
越
的
内
在
よ
り
内
在
的
超
越
の
方
向
に
あ
る
と
考
え
る
』
と
い
う
お
考
え
を
真
摯
に
受
け
と
め
、

そ
し
て
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
も
ま
た
自
ら
の
既
成
宗
教
と
し
て
の
枠
を
破
っ
て
、
い
わ
ば
真
に
自
己
否
定
的
な
自
己
実
現
と
し
て
醇
乎
た

る
宗
教
的
生
命
を
発
揮
す
る
に
い
た
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
観
と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
に
、
私
に
と
っ

「宗
教
哲学
の
新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



六
二

て回
避
す
べ
か
ら
ざ
る
問
題
と
思
わ
れ
る
『
隠
さ
れ
た
神
』
の
問
題
を
、
特
に
ル
タ
ー
の
思
想
を
中
心
と
し
て
略
説
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
に
も
先
生
の
『
単
に
超
越
的
な
る
神
は
真
の
神
で
は
な
い
』
と
か
、
同
じ
く
、
対
象
論
理
的
立
場
を
離
れ
な
い
神
の
超
越
的
絶
対

性
、
あ
る
い
は
、
万
軍
の
主
な
る
神
の
宗
教
と
し
て
の
従
来
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
神
観
念
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
御
見
解
を

充
分
傾聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
こ
と
が
、
私
の
ル
タ
ー
理
解
な
い
し
は
解
釈
の
一
つ
の
大
き
な
導
き
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

思わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
私
は
、
そ
う
い
う
ル
タ
ー
理
解
な
い
し
解
釈
が
、
ル
タ
ー
の
思
想
を
歪
曲
す
る
も
の
で
は
な
く
、

やは
り
、
本
当
の
意
味
で
生
か
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
」
。

　し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
西
田
哲
学
か
ら
無
造
作
に
援
用
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
強
引
に
適
用
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
刺
激
の

も
と
に
で
は
あ
っ
て
も
、
本
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ル
タ
ー
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
な
ど
）
自

体
のう
ち
に
自
ら
踏
査
し
て
実
証
的
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
武
藤
教
授
は
、
キ
リ
ス
ト
教
学
界
に
お
け
る
「
京
都

学派
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
好
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上は
、
武
藤
教
授
の
学
問
的
立
場
の
概
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
証
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
教
授
の
ル
タ
ー
研
究
、
就
中
、
U
Φ
拐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

僧

び
ω
0
8
臼
ε
ω
（
隠
さ
れ
た
神
）
の
思
想
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
際
、
教
授
の
立
場
を
聞
明
す
る
た
め
、
先
ず
、
北
森
嘉
蔵
教
授
の
解
釈
と

比
較
検
討
する
こ
と
に
す
る
。

曾



二
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
U
Φ
o
ω
p
び
ω
o
o
昌
亀
9
ω
の
解
釈
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　1
　
北
森
嘉
蔵
教
授
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

　
北
森
教
授
の

初
期
の

代
表
作

『神
の
痛
み
の
神
学
』
は
、
旧
来
の
一
元
的
に
神
の
愛
を
説
く
「
神
の
愛
の
神
学
」
に
対
決
し
て
、
聖
書

のな
か
か
ら
「
神
の
痛
み
」
と
い
う
言
表
を
と
り
あ
げ
「
神
の
痛
み
に
基
礎
づ
け
ら
れ
し
愛
の
神
学
」
と
し
て
の
「
神
の
痛
み
の
神
学
」

を
唱
導
し
、
い
わ
ゆ
る
「
北
森
神
学
」
を
確
立
し
た
、
き
わ
め
て
独
創
的
な
神
学
書
で
あ
る
。

　こ
こ
で
は
「
神
の
痛
み
」
の
論
拠
と
し
て
、
主
と
し
て
旧
約
聖
書
の
エ
レ
ミ
ヤ
、
新
約
聖
書
の
パ
ウ
ロ
、
そ
し
て
ル
タ
ー
が
引
用
さ
れ

る
。
ま
ず
、
古
典
的
な
ル
タ
ー
研
究
家
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
（
日
げ
①
O
住
O
ω
言
ω
国
霞
昌
鋤
O
ぎ
い
旨
げ
Φ
誘
↓
げ
Φ
9
0
ゆ
q
幽
Φ
押
2
°
諺
゜
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の

説
に従
い
、
十
字
架
に
お
い
て
は
、
神
の
怒
り
と
神
の
愛
と
い
う
二
つ
の
も
の
か
ら
第
三
の
も
の
（
け
Φ
訴
ぽ
B
）
が
生
じ
た
。
そ
し
て
北

森
教
授
に
よ
れ
ば
「
こ
の
第
三
の
も
の
こ
そ
《
神
の
痛
み
》
で
あ
り
、
ゴ
ル
ゴ
タ
に
お
い
て
は
《
神
が
神
と
戦
い
た
も
う
た
》
（
量
ω
實
Φ
且
Φ
け

O
o
け
巨
け
O
o
け
け
゜
毒
料
伊
留
O
）
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
罪
人
に
死
を
命
じ
た
も
う
べ
き
神
と
こ
の
罪
人
を
愛
せ
ん
と
し
た
も
う
神
と

が戦
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
神
が
別
々
の
神
で
は
な
く
、
同
一
の
神
で
あ
り
た
も
う
」
と
い
う
こ
の
同
一
性
こ
そ
神
の
痛
み
で

あ
り
、
神
の
愛
を
神
の
痛
み
た
ら
し
め
る
の
は
神
の
怒
り
の
実
在
性
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
十
字
架
の
神
学
」
と
し
て
の
ル
タ
ー
神
学

に

お

い
ても
譲
り
え
な
い
頑
固
な
現
実
と
し
て
神
の
怒
り
の
実
在
性
が
重
要
契
機
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
つ

い

で
北
森
教
授は
、
ル
タ
ー
の
神
秘
主
義
を
「
神
の
痛
み
」
と
結
び
つ
け
て
「
神
の
痛
み
の
神
秘
主
義
」
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
（
「
痛

み
の

神
秘
主義
」
の
章
）
。
す
な
わ
ち
、
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
（
ロ
ー
マ
六
・
三
、
四
、
五
、
六
、
八
、
ガ
ラ
テ
ヤ
ニ
・
二
〇
、
五
・
二
四
、

フ
ィ
リ
ピ
三
二
〇
、
第
一
ペ
ト
ロ
四
・
＝
二
な
ど
）
を
継
受
し
て
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
意
味

「宗
教
哲学
の
新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



六
四

の神
秘
主
義
的
言
表
が
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
神
の
痛
み
と
「
共
に
痛
む
」
（
o
o
民
巳
o
お
妻
b
討
゜
。
°
。
O
）
、
「
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
の
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
同
じ
形
に
な
る
、
と
い
う
の
は
神
秘
的
な
死
の
中
に
（
言
旨
誘
け
博
8
日
日
o
腎
Φ
目
）
葬
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
菊
白
ど
㎝
ω
－
鰹
）
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
そ
し
て
こ
の
事
態
は
、
単
な
る
神
秘
主
義
で
は
な
く
し
て
、
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
な
い
し
神
の
痛
み
の
神
秘
主
義
で
あ
る

と
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
神
の
痛
み
の
神
秘
主
義
」
は
、
常
に
一
方
に
お
い
て
神
秘
主
義
の
固
有
性
を
維
持
し
つ
つ
、
し
か
も
他

方
に
お
い
て
、
他
の
一
切
の
神
秘
主
義
（
中
世
の
「
苦
し
み
の
神
秘
主
義
」
を
も
含
む
）
か
ら
自
己
を
区
別
す
る
二
重
の
課
題
を
総
合
す

る
こ
と
に
よ
り
「
健
全
な
る
神
秘
主
義
」
を
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
「
健
全
な
る
神
秘
主
義
」
と
し
て
の
「
痛
み
の
神

秘
主義
」
に
あ
っ
て
は
、
神
秘
主
義
が
義
認
論
に
背
景
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
義
認
論
か
ら
神
秘
主
義
へ
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

発
展は
必
然
的
で
あ
り
、
神
秘
主
義
へ
発
展
し
な
い
義
認
論
は
、
決
定
的
な
点
に
お
い
て
そ
の
力
を
欠
い
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
最
後に
、
北
森
教
授
の
理
解
す
る
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
を
と
り
あ
げ
る
（
「
神
の
痛
み
と
『
隠
さ
れ
た
る
神
』
」
の
章
お
よ
び

同
著
者
に
よ
る
『
宗
教
改
革
の
神
学
』
第
一
部
ル
タ
ー
の
神
学
「
贋
罪
論
」
の
章
）
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
と
い
う

概
念は
「
ル
タ
ー
神
学
の
根
本
原
則
」
（
E
・
ゼ
ー
ベ
ル
ク
）
で
あ
り
、
ま
た
「
こ
の
概
念
を
正
し
く
理
解
し
た
者
の
み
が
、
ル
タ
ー
を
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

全
に

理解
し
た
者
で
あ
る
」
（
F
・
カ
ッ
テ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
）
。
そ
し
て
事
実
ル
タ
ー
の
全
神
学
が
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。

すな
わ
ち
ル
タ
ー
の
他
の
二
つ
の
根
本
思
想
「
神
の
義
」
「
信
仰
の
み
」
も
、
こ
の
概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
、
そ
の
真
理
の
展
開
な

いし
そ
の
変
奏
と
も
考
え
ら
れ
る
と
確
信
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

　
ルタ
ー
の
こ
の
概
念
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
タ
ウ
ラ
ー
の
如
き
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
者
に
そ
の
先
駆
を
も
つ
如
く
考
え
ら
れ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
両
者
の
間
に
は
明
確
な
区
別
が
存
す
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
E
・
ゼ
ー
ベ
ル
ク
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
。
「
ル
タ
ー



に
お
い
て
は
、
神
が
隠
さ
れ
た
る
神
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
神
が
対
立
す
る
も
の
に
お
い
て
即
ち
苦
し
み
や
死
に
お
い
て
働
き
か
つ
生
命

を
創
造
す
る
が
故
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
対
立
と
苦
し
み
と
に
お
い
て
創
造
し
、
従
っ
て
理
性
に
隠
さ
れ
て
、
た
だ
信
仰
に

の

み

知ら
れ
る
神
と
い
う
宗
教
的
思
想
は
、
著
し
く
後
退
し
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
前
面
に
立
つ
の
は
、
否
定
を
通
し
て
の
み
規
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
神
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
『
知
ら
れ
ず
』
『
隠
さ
れ
た
る
神
』
、
と
い
う
哲
学
的
観
念
で
あ
る
。
…
…
そ
の
相
違
は
最
も
深
い
所
で
は
啓
示

思

想と
の
関
係
の
中
に
横
た
わ
る
と
い
え
よ
う
。
隠
さ
れ
た
る
神
は
啓
示
の
神
で
あ
る
。
知
ら
れ
ざ
る
神
は
あ
ら
ゆ
る
啓
示
の
彼
方
に
、

そ
の
非
対
象
性
の
暗
く
近
づ
き
難
き
所
に
坐
す
る
神
で
あ
る
」
（
］
円
．
ω
Φ
Φ
げ
①
『
σ
q
矯
H
、
O
け
げ
Φ
同
ω
］
り
げ
Φ
〇
一
〇
ひ
q
同
①
炉
ω
曾
①
O
h
）
。

　
上
述
の
よ
う
に
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
と
は
、
愛
を
怒
り
の
背
後
に
隠
す
神
で
あ
り
、
神
は
人
間
に
対
す
る
愛
を
啓
示
す
る
と
き
、
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

わな
形
で
こ
れ
を
啓
示
せ
ず
、
怒
り
の
仮
面
の
下
に
こ
れ
を
隠
し
て
啓
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
怒
り
は
真
の
実
在
的
な
怒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
で
は
な
く
、
愛
の
手
段
で
あ
り
仮
面
に
す
ぎ
な
い
。
信
仰
と
は
、
そ
れ
故
神
の
怒
り
の
被
覆
の
下
に
神
の
愛
を
洞
察
す
る
こ
と
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「隠
さ
れ
た
る
神
」
は
「
信
仰
」
の
対
応
概
念
で
あ
り
、
信
仰
者
に
と
っ
て
は
、
た
し
か
に
決
定
的
な
真
理
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
こ
の
思

想
に

対
す
る
北
森
教
授
の
批
判
は
、
神
の
怒
り
が
単
に
神
の
愛
の
「
手
段
」
と
し
て
み
ら
れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
神
の
怒
り
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

神
の
愛
の
手
段
で
あ
る
前
に
、
神
の
真
実
の
怒
り
で
あ
り
、
神
の
愛
と
戦
う
事
実
こ
そ
「
神
の
痛
み
」
で
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
そ
し

て

ルタ
ー
自
身
も
神
の
怒
り
を
「
骨
が
灰
と
な
る
」
ほ
ど
激
し
き
恐
怖
の
対
象
と
し
て
体
験
し
、
こ
の
神
の
怒
り
に
よ
る
審
き
の
体
験
が

彼
の
内
的
発
展
の
原
点
と
な
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
根
本
経
験
が
ル
タ
ー
の
根
本
思
想
と
し
て
の
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
に
十
分
思
想

化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
と
い
う
神
学
思
想
は
、
少
な
く
と
も
「
神
の
痛
み
」
と
し

て

のキ
リ
ス
ト
の
十
字
架
論
に
は
妥
当
し
え
な
い
の
で
、
そ
れ
は
厳
密
に
限
定
さ
れ
て
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
適
用
の
限
界
を
指
摘
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
。

「宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



六
六

’

2
　
武
藤
教
授
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

　資
料
と
な
る
武
藤
教
授
の
各
論
文
に
あ
ら
わ
れ
た
見
解
を
ま
と
め
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ルタ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
い
う
思
想
に
は
、
必
ず
し
も
一
義
的
な
理
解
を
許
さ
な
い
種
々
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

彼
の
彩
し
い
著
作
の
中
で
、
そ
の
思
想
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
一
様
の
取
り
扱
わ
れ
か
た
を
し
て
い
る
と
は

考え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
霧
し
い
著
作
の
中
で
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
（
U
δ
国
Φ
達
巴
び
興
α
q
興

∪
幽
ω
娼
暮
讐
δ
昌
H
盟
゜
。
）
『
奴
隷
意
志
論
』
（
U
Φ
ω
Φ
題
o
卯
昏
貯
δ
H
呂
㎝
）
と
で
あ
る
が
、
両
者
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
神
」
に
つ
い
て
の
思

想内
容
に
も
若
干
の
ず
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
タ
ー
研
究
の
数
多
く
の
著
作
の
中
で
も
、
こ
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
の
思
想
に
つ
い

て
、
種
々
の
解
明
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
明
の
仕
方
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
（
零
゜
タ
U
o
甲

≦
Φ
三
〇
げ
）
に
よ
れ
ば
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
と
『
奴
隷
意
志
論
』
と
い
う
ル
タ
ー
の
両
著
の
間
に
「
隠
さ
れ
た
神
」
に
つ
い
て
の
彼

の

思
想
に

根
本的
な
相
違
は
な
く
、
い
ず
れ
も
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
に
お
い
て
關
明
さ
れ
た
「
十
字
架
の
神
学
」
（
日
げ
o
o
δ
笹
p

o葺
o
同
ω
）
の
立
場
に
も
と
つ
い
て
統
一
的
に
把
握
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
ミ
巴
叶
魯
く
8
い
o
Φ
妻
Φ
巳
o
貫
い
蝿
什
げ
興
ω

日
げ
①
〇
一
〇
ひ
q
ド
9
口
o
β
ω
。
鐸
h
h
）
。
し
か
る
に
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
（
勺
四
巳
≧
夢
窪
ω
）
の
場
合
は
、
ル
タ
ー
の
両
著
を
比
較
し
て
、
そ
こ
に

相
異な
る
「
二
つ
の
線
（
側
面
）
」
（
N
≦
巴
い
同
巳
魯
）
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
（
勺
p
巳
≧
爵
碧
ρ
∪
δ
日
げ
Φ
〇
一
〇
α
q
δ
ζ
口
旨
貯

い
q
夢
興
ρ
ω
』
合
臣
）
。
私
自
身
（
武
藤
）
、
ル
タ
ー
の
両
著
を
読
ん
で
み
て
、
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
の
見
解
の
正
し
い
点
、
す
く
な
く
と
も

そ
の
真
理
契
機
を
認
め
る
の
に
吝
か
で
は
な
い
が
、
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
よ
り
も
、
む
し
ろ
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
見
解
に
よ
り
傾
聴
す
べ
き
も

の

があ
る
と
思
う
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ルタ
ー
神
学
の
中
核
を
「
十
字
架
の
神
学
」
と
み
る
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
の
立
場
に
即
し
て
い
え
ば
、
か
れ
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
に
つ
い



て

の

理解
は
、
た
し
か
に
正
当
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
受
苦
の
キ
リ
ス
ト
」
（
O
ぼ
圃
ω
ε
ω
貯

bo
ω
ω
同
o
巳
び
¢
ω
）
に
お
い
て
、
顕
さ
れ
た
神
が
同
時
に
隠
さ
れ
た
神
で
あ
り
、
神
、
特
に
「
栄
光
の
神
」
（
U
Φ
拐
冒
o
q
一
〇
同
凶
餌
）
が
、
受
苦
の

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
隠
さ
れ
た
姿
で
自
己
を
顕
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に

認識
せ
し
め
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
苦
と
一
体
と
な
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
受
苦
に
お
け
る
信
仰
的
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
い
わ
ゆ

る
「
受
苦
の
神
秘
主
義
」
（
℃
器
ω
団
8
ω
目
団
ω
叶
貯
）
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
両
者
（
顕
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
の

相
反と
と
も
に
「
相
入
」
（
H
昌
Φ
幽
口
曽
昌
α
Φ
同
）
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ル
タ
ー
の
『
ロ
マ
書
講
義
』
（
一
五
一
五
～
一
六
年
）
を
引
用

す

れば
、
隠
さ
れ
た
神
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
顕
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
善
は
、
隠
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
余

り
に
も
深
く
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
、
反
対
の
相
の
も
と
に
（
ω
一
」
り
O
O
昌
け
目
9
0
同
同
O
）
隠
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
命
は
死
の
も

と
に
、
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
愛
は
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
憎
し
み
の
も
と
に
、
栄
光
は
恥
辱
の
も
と
に
、
救
い
は
滅
び
の
も
と
に
、
支
配
は

追放
の
も
と
に
、
天
（
天
国
）
は
地
獄
の
も
と
に
、
知
恵
は
愚
か
さ
の
も
と
に
、
義
は
罪
の
も
と
に
、
力
は
弱
さ
の
も
と
に
、
隠
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

いる
の
で
あ
る
」
（
白
諺
α
9
ω
O
ρ
ω
b
。
訟
゜
）
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
隠
さ
れ
た
こ
と
が
顕
に
な
る
の
は
「
十
字
架
の
言
」
を
信
じ
る
信
仰
に

よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
要
する
に
「
十
字
架
の
神
学
」
に
立
脚
し
た
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
の
立
場
で
は
、
「
隠
さ
れ
た
神
」
（
∪
Φ
口
ω
9
び
ω
o
o
昌
島
且
ω
）
と
「
顕

さ
れ
た
神
」
（
】
）
Φ
口
ω
H
①
＜
〇
一
鋤
け
q
ω
）
と
は
全
く
媒
介
相
即
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　さ
て
、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
は
先
述
の
よ
う
に
、
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
の
隠
さ
れ
た
神
の
「
十
字
架
の
神
学
」
的
理
解
と
と
も
に
、
な
お
ル
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

に
は
隠
さ
れ
た
神
の
第
二
の
線
（
側
面
）
（
N
妻
Φ
回
8
い
巨
Φ
）
が
存
す
る
と
い
う
。

　
ルタ
ー
は
、
詩
篇
九
十
篇
の
『
講
解
』
に
お
い
て
、
モ
ー
セ
が
「
世
界
が
創
ら
れ
る
以
前
か
ら
存
在
し
た
も
う
た
永
遠
に
わ
た
っ
て
真

「
宗
教
哲
学
の新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



六
八

の神
で
あ
り
た
も
う
神
（
U
窪
ρ
ρ
9
自
叶
き
8
ヨ
琶
山
琶
p
あ
巳
Φ
ω
什
器
8
匿
拐
曾
く
o
遷
ω
∪
2
ω
）
を
崇
め
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
そ
れ
は
、
「
世
界
を
超
越
し
、
か
つ
見
え
ざ
る
神
」
（
∪
窪
ρ
ρ
鼠
舞
口
9
。
票
日
警
B
Φ
け
随
旨
ω
幽
び
臣
ω
）
に
対
す
る
祈
り
で
も
あ
る
（
＜
o
q
ピ

ω8
暮
α
q
ω
＜
臼
ω
湯
、
金
子
訳
三
五
頁
。
図
H
H
H
°
＜
霞
ω
島
、
金
子
訳
一
一
九
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
創
造
以
前
の
神
、
世
界
を
超
越
し
見
え
ざ

る
神
に
対
す
る
神
信
仰
は
、
旧
約
的
神
信
仰
で
あ
っ
て
、
新
約
的
・
福
音
的
神
信
仰
に
お
い
て
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
ル
タ
ー
に
お
い
て

は
没
却
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
い
う
よ
う
に
、
「
啓
示
と
隠
さ
れ
て
い
ま
す
こ
と
と
の
相
入
」

（
H
器
ぎ
鋤
巳
興
く
8
0
跨
Φ
筈
四
歪
ロ
α
q
琶
創
く
Φ
昏
o
お
窪
ω
①
冒
）
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
神
」
で
は
な
く
「
啓
示
の
背
後
に
、
彼
方
に
」
（
ぼ
耳
①
き

冨拐
虫
叶
ω
α
興
O
凍
Φ
筈
p
。
遷
ロ
ひ
q
）
「
隠
さ
れ
た
神
」
で
あ
る
（
≧
§
窪
9
P
p
ρ
ω
』
お
）
。
し
た
が
っ
て
、
隠
さ
れ
た
神
は
、
キ
リ
ス
ト

啓
示
に

お

い
ても
、
な
お
隠
さ
れ
た
神
で
あ
り
た
も
う
こ
と
を
や
め
な
い
の
で
あ
る
。

　
ア

ルト
ハ
ウ
ス
の
指
摘
す
る
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
第
二
の
線
（
側
面
）
」
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
の
思
想
は
、
主
と
し
て
『
奴

隷
意
志論
』
（
U
Φ
ω
Φ
村
く
O
P
H
ぼ
叶
鼠
P
ド
α
b
o
伊
毒
H
◎
Q
鳩
㎝
O
『
龍
゜
0
δ
日
Φ
昌
ω
諺
屋
ω
O
q
p
び
Φ
目
H
°
b
d
住
己
O
嶋
映
゜
）
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
の
な
か
で
ル
タ
ー
は
、
「
自
然
の
光
」
（
一
d
目
P
Φ
昌
H
P
P
叶
霞
P
O
）
、
「
恩
寵
の
光
」
（
ピ
ヨ
Φ
⇒
噸
p
ぼ
器
）
、
「
栄
光
の
光
」
（
胃
巨
曾
σ
q
δ
ユ
器
）

と
い
う
三
者
の
区
別
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
自
然
の
光
」
に
と
っ
て
も
「
恩
寵
の
光
」
に
と
っ
て
も
解
決
さ
れ
え

な

い

「
謎
」
（
巨
鑓
o
巳
H
巨
）
は
、
「
時
い
た
る
ま
で
の
暫
定
期
」
（
冒
9
『
冒
）
に
あ
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
解
か
れ
え
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　と
り
わ
け
、
ル
タ
ー
神
学
が
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
「
恩
寵
の
光
」
も
届
か
な
い
闇
ー
そ
れ
は
神
の
深
淵
で
あ
る
と
と
も
に

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

魂
の
深
淵
で
も
あ
る
ー
の
な
か
に
「
隠
さ
れ
て
い
ま
す
神
」
を
ル
タ
ー
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
ル
タ
ー
神
学
は
、
い
わ
ば
「
中

間
時
の
神
学
」
（
H
暮
Φ
ユ
日
゜
・
爵
①
〇
一
〇
σ
q
同
o
）
で
あ
り
、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
言
表
に
し
た
が
え
ば
、
信
仰
的
認
識
と
し
て
の
神
認
識
は
「
終
末
論

的
限界
」
（
Φ
ω
o
ゲ
9
巳
o
讐
ω
o
げ
Φ
O
お
ロ
N
Φ
）
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
＜
α
q
ド
O
冨
同
ω
爵
o
げ
Φ
白
鋤
巨
Φ
拝
ω
』
蔭
H
h
）
。
そ
れ



は
究
極
的
に
は
終
末
の
と
き
、
「
栄
光
の
光
」
に
照
ら
さ
れ
て
、
神
に
知
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
知
り
、
神
に
見
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
神
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
こ
と
が
「
望
み
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
第
一
コ
リ
ン
ト
＝
二
・
一
二
参
照
）
。
ま
た
そ
の
時
に
は
「
隠
さ
れ
た
神
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が顕
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
相
関
的
に
語
ら
れ
る
べ
き
「
隠
さ
れ
た
世
界
」
（
目
§
身
ω
蝉
び
ω
o
o
⇔
鑑
窪
ω
）
も
「
隠
さ
れ

　
　
　
ヘ
　
　
へ

た

人間
」
（
げ
O
d
P
O
四
び
ω
O
O
昌
α
圃
け
q
ω
）
も
顕
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
真
相
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
に
い
た
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
『
奴

隷
意
志論
』
に
い
う
「
尊
厳
の
う
ち
に
隠
さ
れ
た
神
」
（
∪
Φ
口
ω
9
び
ω
0
8
岳
け
二
ω
ぎ
日
巴
Φ
ω
什
讐
①
）
は
、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
啓
示

ー
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
神
の
言
1
の
背
後
に
、
彼
方
に
「
隠
さ
れ
た
神
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
御
自
身
」
（
U
Φ
房

甘
ω
o
）
と
も
「
裸
の
神
」
（
∪
①
ロ
ω
　
昌
β
α
信
ω
）
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
、
啓
示
さ
れ
た
神
の
言
で
は
な
く
、
「
創
造
さ
れ
ざ
る
言
」
（
＜
Φ
吾
日
昌

貯
R
o
9
。
け
日
昌
）
と
も
い
わ
れ
る
。

　さ
て
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
神
」
の
二
重
性
、
す
な
わ
ち
「
顕
さ
れ
た
神
」
と
の
相
入
相
即
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
神
」
と

そ
の
よ
う
な
相
入
相
即
を
超
え
た
「
神
御
自
身
」
「
裸
の
神
」
「
創
造
さ
れ
ざ
る
言
」
と
し
て
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
、
こ
の
両
者
の
関
係

が問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
ルタ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
自
己
栄
化
的
方
向
を
忍
ば
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
栄
光
の
神
学
」
（
匪
①
9
0
σ
q
冨
σ
q
δ
ユ
⇔
Φ
）
を
斥
け
た
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
か
れ
が
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
い
う
意
味
で
の
「
第
二
の
線
（
側
面
）
」
と
し
て
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
に
言
及
す
る
場
合
も
、

「第
一
の
線
（
側
面
）
」
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
神
」
が
見
失
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
十
字
架
の
神
学
」
と
無
媒
介
的
な
「
隠
さ
れ
た
神
」

に

直
接ま
み
え
、
ま
た
そ
れ
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
第
一
の
線
」
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
神
」

と
「
第
二
の
線
」
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
神
」
が
全
く
無
媒
介
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
要
する
に
、
ル
タ
ー
が
「
自
然
の
光
」
（
一
q
ヨ
Φ
ロ
ロ
四
け
霞
⇔
Φ
）
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
る
神
観
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
「
栄
光
の
光
」
（
ビ
目
δ
昌

「宗
教
哲学
の
新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ひ
qδ
昌
p
。
Φ
）
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
神
観
に
お
け
る
人
間
の
傲
り
を
排
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
、
「
恩
寵
の
光
」
に
よ
る
「
十
字
架
の
神
学
」
と
し

て

の

「
啓
示
神学
」
を
固
持
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
ル
タ
ー
神
学
の
本
質
と
し
て
の
「
神
秘
主
義
」
に
つ
い
て
論
究
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
の
神
秘
主
義
は
、
ど
こ
ま

でも
、
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
で
あ
っ
て
、
神
・
神
秘
主
義
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ル
タ
ー
の
神
秘
主
義
は
、
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
ソ

義
と
同
様
、
「
神
秘
主
義
A
」
で
は
な
く
、
「
神
秘
主
義
B
」
に
属
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
神
秘
主
義
B
」
の
性
格
を
も
つ
ル
タ
ー
的
神
秘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

主義
は
、
果
た
し
て
、
広
義
に
お
け
る
宗
教
的
神
秘
主
義
に
遡
及
す
る
「
逆
作
用
力
」
を
も
つ
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
ひ

と
つ
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
の
は
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
第
二
の
線
」
と
し
て
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
れ

の

「
十
字架
の
神
学
」
の
枠
を
は
み
出
た
思
想
で
あ
る
。
十
字
架
の
神
学
に
お
け
る
「
神
の
言
」
は
、
「
受
肉
せ
る
神
の
言
」
（
＜
Φ
吾
§
p

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

貯
8
§
鉾
q
ヨ
）
、
聖
書
に
啓
示
さ
れ
、
宣
べ
伝
え
ら
る
べ
き
、
ま
た
聴
い
て
信
ぜ
ら
る
べ
き
言
で
あ
る
。
そ
の
い
わ
ば
「
創
造
さ
れ
た
言
」

（ノN
Φユ
リ
⊆
邑
P
　
O
同
Φ
9
け
¢
目
P
）
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
し
て
「
非
創
造
的
な
言
」
（
＜
Φ
笹
q
ヨ
貯
臼
①
9
け
琶
p
）
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

ルタ
ー
に
と
っ
て
は
、
人
間
に
は
許
さ
れ
ざ
る
濱
神
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
第
一
の
線
」
に
お
け
る
、

そ
し
て
「
十
字
架
の
神
学
」
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
説
か
れ
る
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
「
第
二
の
線
」
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た

神
」
は
、
決
し
て
無
媒
介
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
信
仰
に
よ
っ
て
、
「
今
は
、
鏡
に
映
し
て
見
る
よ
う
に
お
ぼ
ろ
げ
に
見
て
い
る
」
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「そ
の
時
に
は
、
顔
と
顔
と
を
合
わ
せ
て
見
る
」
（
第
一
コ
リ
ン
ト
一
三
・
一
二
）
望
み
を
懐
く
こ
と
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
、
漬
神
で

も
な
く
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
ルタ
ー
の
神
秘
主
義
は
、
「
創
造
さ
れ
た
言
」
「
受
肉
せ
る
言
」
を
聴
く
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
い
わ
ば
「
聴
の
神
秘
主
義
」
（
口
α
お
口
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

ヨ
誘
け
涛
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
自
然
神
学
的
な
、
ま
た
栄
光
の
神
学
的
な
「
視
の
神
秘
主
義
」
（
ω
Φ
一
P
O
口
ω
日
囑
ω
け
｛
犀
）
を
拒
否



する
。

　し
か
し
、
「
恩
寵
は
自
然
を
破
壊
せ
ず
、
か
え
っ
て
、
そ
れ
を
完
成
す
る
」
と
い
う
命
題
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
い
て
否
定
さ

れな
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
「
恩
寵
は
自
然
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
自
然
を
完
成
す
る
」
と
い
う
命
題
は
可
能
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
チ
オ

な
る
。
「
自
然
の
光
」
と
し
て
の
理
性
は
、
そ
の
絶
対
否
定
を
媒
介
し
て
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
創
造
さ
れ
た
神
の
言
」
を
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
非
創
造
的
な
神
の
言
」
か
ら
由
来
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
ま
た
そ
れ
へ
と
志
向
す
る
こ
と
は
、
「
信
知
」
（
つ
ま
り
信
仰
に
よ
る
グ
ノ
ー

シ
ス
、
否
定
を
媒
介
し
た
グ
ノ
ー
シ
ス
）
に
と
っ
て
も
必
然
的
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
「
聴
く
」
と
い
う
こ
と
と
「
視
る
」

と
い
う
こ
と
、
ま
た
「
信
仰
」
と
「
見
性
」
と
が
互
に
触
れ
合
い
、
重
な
り
合
い
、
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
が
追
求
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ル
タ
ー
的
信
仰
神
秘
主
義
（
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
）
と
い
え
ど
も
、
お
よ
そ
宗
教
に
固
有
な
、
よ
り
広
義
の
宗
教

的
神
秘
主
義
を
全
く
擾
無
す
る
も
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
、
ま
た
そ
れ
へ
と
媒
介
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
神
秘
主
義
B
の
神
秘
主
義
A
へ
の
「
内
在
的
超
越
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　さ
て
、
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
が
前
述
の
よ
う
に
、
二
つ
の
面
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
そ
れ
が
一
面
で
は
、
徹
底
的
に

「
十
字架
の
神
学
」
と
い
う
立
場
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
他
面
で
は
、
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
仕
方
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

神
学的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
と
い
う
所
以
は
、
ル
タ
ー
が
「
自
然
神
学
」
を

無
媒介
に
肯
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
い
う
思
想
が
、
自
然
神
学
的
に
規
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
て
い
る
と
い
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
自
然
神
学
」
が
、
十
字
架
の
神
学
と
し
て
の
「
啓
示
神
学
」
に
よ
る
否
定
に
よ
っ
て
媒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

介さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
十
字
架
の
神
学
の
う
ち
に
止
揚
さ
れ
た
契
機
と
し
て
保
持
さ
れ
、
ど
こ
ま
で
も
「
止
住
す
る
契
機
」

（び
一
Φ
同
び
O
口
α
Φ
ω
竃
O
目
P
Φ
口
け
）
と
し
て
、
単
に
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
な
お
有
効
な
力
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
い
わ
ざ

「宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



七
二

る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
実
は
、
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
い
う
思
想
が
、
神
学
的
神
認
識
の
限
界
を
意
味
す
る
と
と

も
に
、
ま
た
そ
れ
の
終
末
論
的
限
界
（
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
）
を
も
意
味
す
る
思
想
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

そ
れ
は
か
れ
の
神
学
が
、
あ
く
ま
で
「
中
間
時
の
神
学
」
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
神
学
的
神
認
識
の
終
末
論
的
限
界
を
不
断
に
自
覚
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「イ
ン
コ
グ
ニ
ト
ー
と
し
て
の
哲
学
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
い
う
思
想
が
、
自
然
神
学
的
に
、

さ
ら
に
は
ま
た
形
而
上
学
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
、
十
字
架
の
神
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
止
揚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
「
内
に
超
え
る
」
も
の
と
し
て
、
深
く
哲
学
的
思
惟
の
立
場
と
結
合
し
う
る
思
想
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
自
然
神
学
の
肯
定
に
傾
き
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
は
そ
の
否
定
に
傾
く
と
い

う
の
が
公
式
的
見
解
と
さ
れ
て
き
た
が
、
今
や
い
わ
ゆ
る
自
然
神
学
な
る
も
の
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
そ
の
否
定
を
媒
介
し
て
肯
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れる
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
実
は
神
学
と
「
こ
の
世
の
知
恵
」
（
．
ぐ
ぐ
」
①
一
け
妻
Φ
凶
ω
】
日
Φ
同
け
）
と
し
て

　
　
　
ヘ
　
　
へ

の

哲
学

（な
いし
宗
教
哲
学
）
と
の
最
も
根
源
的
な
、
し
か
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
関
わ
り
合
い
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

れは
、
決
し
て
過
去
的
な
決
着
済
み
の
問
題
で
は
な
く
、
不
断
に
新
し
い
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
問
題
で
も
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ぱ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れは
神
学
と
哲
学
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
上
絶
え
ず
問
わ
れ
続
け
て
き
た
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
以
上
屡
述し
た
と
こ
ろ
の
要
点
を
再
説
す
る
と
、
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
い
う
思
想
は
、
そ
の
「
十
字
架
の
神
学
」
に
お
け
る

「隠
さ
れ
た
神
」
と
「
啓
示
さ
れ
た
神
」
と
の
媒
介
相
即
関
係
の
み
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
隠
さ
れ
た
神
」
は
「
啓
示

さ
れ
た
神
」
に
ど
こ
ま
で
も
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
媒
介
を
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
「
神
の
絶
対
的
超
越
性
」

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
自
身
も
わ
れ
わ
れ
自
身
に
隠
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
世
界
自

身
も
世
界
自
身
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
隠
さ
れ
た
神
」
は
、
自
己
自
身
と



世
界自
身
と
が
、
自
己
の
中
に
徹
底
的
に
内
在
的
と
な
り
な
が
ら
し
か
も
自
己
を
超
え
て
顕
に
な
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
顕
に
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

であ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
結
論
づ
け
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
神
学
主
義
」

（
誤
8
δ
σ
q
同
ω
ヨ
器
）
と
な
っ
て
自
己
閉
鎖
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
内
在
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
己
を
突
き
抜
け
る
（
内
在
的
に
超
越
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
哲
学
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
が
提
唱
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。

結

語
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ヘ
　
　
へ

　
北
森
教
授
の

立
場は
、
通
称
「
北
森
神
学
」
あ
る
い
は
「
天
成
の
ド
ク
マ
テ
ィ
カ
ー
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
神
学
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

場
であ
り
、
神
学
と
い
う
枠
組
に
徹
底
的
に
内
在
化
す
る
立
場
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
既
述
の
よ
う
に
、
神
の
「
愛
」
と
「
怒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

り
」
が
切
り
結
ぶ
「
神
の
痛
み
の
神
学
」
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
論
拠
の
一
つ
と
し
て
ル
タ
ー
が
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
く
り
返
し
に

な
る
が
以
下
要
点
を
再
説
す
る
と
）
、
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
と
い
う
思
想
は
、
従
来
ル
タ
ー
神
学
の
「
根
本
原
則
」
と
ま
で
重
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
遺
憾
乍
ら
「
神
の
痛
み
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
不
可
欠
と
さ
れ
る
「
神
の
怒
り
」
を
神
の
愛
の
単
な
る
手
段
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ヘ
　
　
へ

ま
た
マ
ス
ク
（
K
・
ホ
ル
）
と
解
し
て
、
神
の
怒
り
の
実
在
性
を
曖
昧
に
す
る
と
批
判
さ
れ
、
神
の
怒
り
は
神
の
愛
の
仮
面
で
あ
る
前
に
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

神
の
真
実
の
怒
り
と
し
て
、
神
の
愛
と
戦
う
事
実
が
神
の
痛
み
で
あ
る
故
に
、
「
十
字
架
の
神
学
」
と
し
て
の
ル
タ
ー
神
学
に
は
不
可
欠
の

契機
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
思
想
に
は
ル
タ
ー
自
身
の
こ
う
む
っ
た
厳
し
い
神
の
怒
り
、
審
き
の
体
験
が
十
分
思
想
化
さ

れ
て

いな
い
の
で
、
す
く
な
く
と
も
「
神
の
痛
み
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
「
十
字
架
の
神
学
」
に
は
妥
当
し
え
な
い
と
適
用
を
拒
否
さ

「宗
教
哲
学
の新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



七
四

れる
の
で
あ
る
。

　
北
森
神
学は
、
神
学
と
哲
学
と
の
相
互
媒
介
を
峻
拒
し
、
神
学
的
真
理
・
論
理
の
直
接
的
無
媒
介
な
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
よ
う
と
す

る
バ
ル
ト
的
な
「
神
学
主
義
」
と
は
一
線
を
画
す
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
「
十
字
架
の
神
学
」
と
し
て
、
神
学
そ
の
も
の
の
圏
内
に
自

己完
結
的
に
留
ま
り
、
哲
学
に
対
し
て
も
、
消
極
的
に
護
教
的
立
場
か
ら
の
問
い
に
終
始
す
る
き
ら
い
が
窺
知
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ル
タ
ー

と
の
関
係
に
お
け
る
タ
ウ
ラ
ー
の
評
価
に
も
あ
ら
わ
れ
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
の
理
解
を
め
ぐ
る
両
者
の
差
異
の
み
が

強調
さ
れ
、
ル
タ
ー
の
タ
ウ
ラ
ー
讃
辞
「
あ
ら
ゆ
る
大
学
の
あ
ら
ゆ
る
博
士
た
ち
を
と
り
ま
と
め
た
よ
り
も
、
よ
り
真
実
な
神
学
を
見
出

し
た
」
（
詔
諺
ど
α
昭
）
が
示
唆
す
る
よ
う
な
両
者
の
思
惟
方
法
や
神
秘
的
体
験
に
お
け
る
深
い
内
面
的
な
つ
な
が
り
は
閑
却
さ
れ
る
傾
向

　
　
セ
リ

があ
る
。

　こ
れ
に
対
し
て
武
藤
教
授
の
場
合
、
す
で
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
の
解
釈
を
手
が
か
り
に
、
神
学
の
「
内

在
的

超越
」
と
し
て
の
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
成
立
の
必
然
性
を
実
証
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

　そ
し
て
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
と
も
に
神
の
深
淵
的
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
補
筆
さ
れ
て
い
る
。
「
神
学
的
神
観
と
哲
学

的
神
観
と
が
、
互
い
に
排
他
性
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
も
両
者
が
単
に
排
他
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
相
補
的
に
媒
介
さ
れ
う

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

る
場
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
哲
学
に
関
連
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
神
の
深
淵
が
理
性
の
深
淵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

であ
り
、
理
性
の
深
淵
が
神
の
深
淵
で
あ
る
が
ご
と
き
、
深
淵
と
し
て
の
場
所
で
あ
る
。
批
判
哲
学
の
絶
対
批
判
的
な
神
へ
の
問
い
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
問
い
に
相
関
的
な
神
学
的
答
え
を
、
神
学
自
身
も
、
そ
の
内
在
的
自
己
超
越
に
お
い
て
、
不
断
に
新
し
く
求
め
つ
つ
、
提
示
し
な
け

れ
ぱ
なら
な
い
。
ま
た
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
い
う
神
の
深
淵
は
、
『
隠
さ
れ
た
神
』
と
『
顕
さ
れ
た
神
』
と
の
相
関
を
媒
介
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
絶
す
る
神
御
自
身
の
深
淵
で
も
あ
る
」
。



（付
記
）

　
本
稿は
、
も
と
学
会
（
日
本
基
督
教
学
会
近
畿
支
部
会
一
九
九
七
年
三
月
）
に
お
け
る
発
題
講
演
の
原
稿
に
、
要
望
に
し
た
が
い
、

倉卒
の
問
に
手
を
入
れ
、
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
論
点
の
提
示
に
と
ど
ま
る
素
描
的
試
論
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
「
新
し
い
宗
教
哲

学
の
可
能
性
の
現
実
化
は
、
聖
霊
論
の
具
体
的
展
開
に
倹
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
武
藤
教
授
の
期
待
に
添
う
べ
く
、
当
初
予
定

さ
れ
た
聖
霊
論
は
、
難
解
で
も
あ
り
、
原
稿
の
分
量
の
加
減
も
あ
っ
て
、
（
そ
の
二
）
と
し
て
後
日
に
ま
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
ご

海
容た
ま
わ
り
た
く
願
い
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
学
界
に
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
数
力
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
国
際
的
な

（1
）
　
「
神
学
的
宗
教
哲
学
の
道
」
（
『
創
文
』
二
一
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
反
響
を
呼
ん
だ
独
創
的
な
名
著
で
あ
る
。
北
森
神
学
は
「
新
し
い
線

　　
　
「
神
学
に
お
け
る
『
内
在
的
超
越
』
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
（
『
本
　
　
　
　
　
（
”
器
甫
ぎ
Φ
）
を
開
き
つ
つ
あ
る
」
（
E
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
）
。

　　
の
ひ
ろ
ば
』
二
七
五
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
資
料
は
、
主
と
し
て
、
「
ル
タ
ー
に
お
け
る
信

　　
　
「
宗
教
に
お
け
る
『
内
在
的
超
越
』
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
（
『
宗
　
　
　
　
仰
と
神
秘
主
義
」
（
『
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
論
集
』
H
）
「
宗
教
に
お

　
　
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
）
等
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
る
『
内
在
的
超
越
』
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
（
『
論
集
』
m
）
等

（2
）
　
『
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
一
四
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

（3
）
U
o
口
ω
o
び
ω
8
昌
亀
9
ω
直
訳
し
て
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
す
る
研
究
者
　
　
　
（
7
）
　
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
に
よ
る
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
の
第
二
の
線

　
　
が
従
来
、
一
般
的
で
あ
る
が
、
武
藤
教
授
は
晩
年
、
「
隠
れ
た
神
」
と
　
　
　
　
（
側
面
）
の
重
視
に
武
藤
教
授
は
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
関
根
正
雄
氏

　

訳し
変
え
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
隠
さ
れ
た
神
」
で
統
　
　
　
　
も
こ
れ
に
賛
同
さ
れ
て
い
た
。
（
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
4
0
巻
第
一

　　
一
し
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
「
現
代
聖
書
学
・
神
学
の
主
要
問
題
」
）

（4
）
　
拙
著
『
人
類
の
知
的
遺
産
2
6
ル
タ
ー
』
の
一
部
再
説
で
あ
る
こ
と
　
　
　
（
8
）
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
宗
教
的
実
存
に
お
け
る
「
宗
教
性
A
」
と

　
　
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
宗
教
性
B
」
と
を
対
立
さ
せ
、
後
者
が
前
者
の
「
突
破
」
に
お
い
て

（5
）
　
久
し
く
外
国
の
神
学
書
の
輸
入
に
依
存
し
て
き
た
日
本
の
教
会
、
　
　
　
　
　
成
立
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
し
か
も
、
な
ん
ら
か
の
意
味
と
仕
方
で

「宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
」
に
つ
い
て
（
今
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



七
六

　
　
両
者
の

「
有
機
的
結合
」
を
求
め
、
宗
教
性
B
に
お
け
る
「
弁
証
法
　
　
　
　
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
と
人
間
の
現
実
の
な
か
に
現
前
し
て
い
る
。

　
　的
な
も
の
」
な
い
し
「
逆
説
ー
宗
教
的
な
も
の
」
の
宗
教
性
A
に
お
　
　
　
　
例
え
ば
、
理
性
論
者
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
が
い
う
よ
う
に
、
人
間

　
　け
る
「
パ
ト
ス
的
な
も
の
」
へ
の
「
逆
作
用
力
」
を
も
認
め
て
い
る
。
　
　
　
　
理
性
に
対
す
る
真
の
深
淵
と
し
て
現
前
し
て
い
る
。
そ
し
て
す
で
に

　
　
用

語
の

み

でな
く
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
方
法
を
神
秘
主
義
に
借
用
し
　
　
　
　
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
神
の
深
淵
」
と
「
理
性
の
深
淵
」
と
は
、

　　
た
も
の
と
い
え
よ
う
（
な
お
『
論
集
』
1
の
三
五
頁
の
註
を
参
照
さ
　
　
　
　
互
い
に
呼
応
し
て
い
る
。
旧
約
聖
書
詩
篇
四
二
・
7
の
ヴ
ル
ガ
ー
タ

　　
れ
た
い
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ラ
テ
ン
語
訳
）
の
言
葉
を
援
用
す
る
。
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば

（
9
）
　
＜
o
q
ド
即
ω
Φ
①
び
興
o
q
・
い
Φ
耳
げ
q
o
げ
α
興
U
o
鷺
①
口
α
q
窃
〇
三
〇
洋
ρ
H
＜
℃
　
　
　
　
9
。
げ
団
ω
ω
ロ
ω
餌
げ
団
ω
ω
ロ
日
ぎ
く
o
o
舞
（
深
淵
が
深
淵
を
呼
ぶ
）
の
で
あ
る
」
。

　　
H
°
↓
巴
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
o
q
H
ρ
国
9
計
↓
ゴ
8
δ
α
q
回
P
≦
器
団
ω
け
山
餌
ρ
田
ロ
同
Φ
同
信
5
0
q
”
ω
゜

　　
　
日
ゴ
゜
国
9
。
］
3
8
ぎ
日
二
昏
魯
ω
↓
ず
Φ
o
ざ
o
q
凶
ρ
H
≧
け
Φ
団
ピ
ロ
o
q
．
　
　
　
　
　
　
　
　
H
O
跨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（1
0
）
　
神
学
的
神
認
識
の
「
終
末
論
的
限
界
」
の
設
定
は
、
わ
れ
わ
れ
が
　
　
　
　
　
「
カ
ン
ト
の
宗
教
論
に
つ
い
て
」
（
『
論
集
』
H
五
一
頁
）
。

　　
な
お
「
半
途
に
立
つ
」
（
巨
8
目
≦
Φ
α
q
ω
）
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の

　　
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
「
旅
人
の
神
学
」
（
些
Φ
〇
一
〇
α
q
冨
≦
緯
o
・

　
　
暑
ヨ
）
と
し
て
未
完
の
神
学
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（1
1
）
師
と
し
て
の
西
谷
啓
治
、
友
と
し
て
の
武
藤
一
雄
、
久
山
康
と
い
っ

　　
た
先
生
が
た
か
ら
「
北
森
神
学
は
鋭
い
が
狭
い
」
と
い
う
共
通
の
批

　
　
判
が
一
再
な
ら
ず
聞
か
れ
た
の
は
、
こ
の
あ
た
り
の
消
息
を
物
語
っ

　　
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
も
こ
れ
は
、
決
し
て
冷
淡
な

　
　
挑発
な
ど
で
は
な
く
「
キ
リ
ス
ト
教
（
神
学
）
の
向
上
を
期
待
し
て
」

　　
の
善
意
と
友
誼
に
も
と
つ
く
批
評
で
あ
る
こ
と
を
覚
え
た
い
の
で
あ

　
　
る
。

（12
）
　
「
信
仰
の
神
と
哲
学
者
の
神
」
（
『
論
集
』
1
六
四
～
六
五
頁
）
。

（1
3
）
　
「
こ
の
不
可
知
・
不
可
測
で
啓
示
に
お
い
て
も
隠
れ
て
い
ま
す
神

　
　は
、
不
可
知
・
不
可
測
・
不
啓
示
の
ま
ま
に
、
種
々
の
仕
方
と
姿
に


