
感
情
の

芸
術
性と
宗
教
性

　
　ー
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
性
論
を
起
点
と
し
て
ー

川

桐
　
信
　
彦

序

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
中
世
以
前
の
人
が
神
と
和
し
た
時
代
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
ロ
マ
ン
主
義
を
経
て
、
極
度
の
科
学

主義
、
合
理
主
義
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
時
代
の
、
宗
教
と
文
化
の
間
に
横
た
わ
る
亀
裂
や
相
克
を
問
題
と
し
、
そ
れ
を
解
決
す
べ
き
弁

証
神
学を
構
築
し
た
。
そ
う
し
た
発
想
の
淵
源
に
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
位
置
し
、
そ
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
主
張
し
た

宗
教
感
情
論は
、
現
代
の
一
部
の
知
識
人
が
、
知
性
や
文
化
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
宗
教
と
の
、
新
た
な
出
会
い
を
促
す
上
で

貴
重
な
論
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
目
に
見
え
ぬ
も
の
を
語
る
の
が
宗
教
で
あ
り
、
目
に
見
え
ぬ
も
の
を
感
知
し
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
美

的
に

配
慮し
て
構
築
す
る
の
が
芸
術
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
比
較
し
つ
つ
、
そ
こ
に
感
情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
と
を
読
み
取
ろ
う
と

す
る
の
が
本
論
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
検
証
す
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
情
態
性
論
（
b
u
o
h
ぎ
臼
8
穿
①
巳
が
一
つ

の

指標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
彼
が
、
感
情
は
根
源
的
な
存
在
の
意
味
を
開
示
す
る
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　さ
て
宗
教
と
芸
術
と
い
う
命
題
に
お
い
て
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
芸
術
が
目
に
見
え
ぬ
も
の
を
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
過
程
に

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
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二〇
〇

お
い
て
、
精
神
を
俗
化
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
惧
あ
る
い
は
懸
念
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
芸
術
は
、
宗

教ほ
ど
の
純
粋
性
を
保
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
現
実
に
例
え
ば
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
「
ア
レ
ル
ヤ
」
、
「
ア
ヴ
ェ
・
ヴ
ェ
ル
ム
・

コ

ル
プ
ス
」
、
バ
ッ
ハ
の
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
、
「
ロ
短
調
ミ
サ
曲
」
あ
る
い
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
ォ
ー
レ
の
「
レ
ク
イ
エ
ム
」
等
に
聴
き
取

れる
宗
教
的
純
粋
性
の
よ
う
な
も
の
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
純
粋
性
に
お
い
て
完
全
に
俗
性
が
除
去
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、

優
れ
た
宗
教
音
楽
に
は
単
な
る
宗
教
的
叙
情
性
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
超
え
た
一
種
の
力
強
さ
と
純
粋
さ
が
あ
る
。
恐
ら
く
、
信
仰
を
意

味
する
諸
要
素
が
、
力
強
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
し
、
そ
う
し
た
諸
要
素
は
、
宗
教
的
感
情
の
故
に
も
た
ら

さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
で
認
識
さ
れ
る
の
は
、
感
情
の
宗
教
性
と
芸
術
性
と
の
相
互
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
単
な
る
芸
術
的
感
情
に
加
え
て
、
宗
教
的
感
情
が
芸
術
の
深
み
を
構
成
す
る
、
あ
る
い
は
純
粋
性
を
加
味
す
る
、
と
も
考
え
ら
れ

る
。
更
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
考
え
る
よ
う
に
、
感
情
が
存
在
の
根
源
的
意
味
を
開
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
芸
術
的
感
情
を
、
単
に
俗
な
る
も

の
と
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
直
観
が
、
ひ
い
て
は
感
情
が
有
す
る
宗
教
性
や
芸
術
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
是
正
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
に
ま
た
、
理
性
は
感
情
に
優
越
す
る
、
と
い
っ
た
短
絡
し
た
認
識
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
感
情
に
対
す
る
新
た
な
目
配
り
が
必
要
だ
が
、
感
情
の
宗
教
性
と
芸
術
性
に
つ
い
て
、
更
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
性
論
に
つ
い
て
、

以
下
に

論
述し
、
本
論
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

感情
は
一
般
に
、
喜
怒
哀
楽
を
表
現
す
る
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
感
情
は
各
個
人
が
内
的
に
知
覚
可
能
な
心
的
状
態
を
指
す
も
の
で
あ



る
。
感
情
は
こ
の
四
種
に
要
約
さ
れ
る
が
、
感
情
が
人
の
実
存
的
現
実
に
及
ぼ
す
影
響
、
あ
る
い
は
感
情
の
多
様
性
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で

は
な
い
。
特
に
感
情
に
由
来
し
て
創
作
さ
れ
る
音
楽
の
多
様
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
絵
画
に
お
い
て
も
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

な
ど
は
、
感
情
の
微
細
な
多
様
性
に
立
脚
し
て
、
そ
の
抽
象
芸
術
論
を
展
開
す
る
。

　
シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
神
学
構
築
の
経
過
を
見
る
と
、
宗
教
と
文
化
の
自
律
性
と
、
相
互
作
用
の
質
や
性
格
と
い
う
問
題
が
大
き

く
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
「
悟
性
と
感
情
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も
並
列
し
た
ま
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

あ
り
…
ξ
両
極
は
何
時
ま
で
も
相
互
に
分
離
し
た
ま
ま
で
あ
る
」
と
し
て
、
哲
学
や
神
学
を
悟
性
の
領
域
に
置
き
、
宗
教
と
文
化
・
芸
術

を
感
情
の
領
域
に
定
め
て
い
る
。

　こ
の
一
文
は
、
両
者
の
分
離
し
た
領
域
を
明
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
両
者
の
融
合
に
破
綻
し
、
諸
要
素
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

総合
と
い
う
試
み
の
過
程
で
、
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
、
宗
教
の
重
要

な
要
素
と
し
て
の
感
情
を
自
ら
の
宗
教
論
の
軸
に
据
え
た
こ
と
は
、
悟
性
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
現
存
在
に
と
っ
て
も

特
記
す

べき
事
柄
で
あ
る
。

　と
も
あ
れ
感
情
を
軸
と
す
れ
ば
、
宗
教
と
芸
術
は
、
一
つ
の
大
き
な
感
情
と
い
う
領
域
内
に
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
宗
教
を
感
情
と
い

う
領
域
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
例
え
ば
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
も
見
ら
れ
る
（
但
し
そ
の
場
合
、
感
情
は
感
覚
や
感
性
と
い
っ
た

総
合的
な
心
的
知
覚
作
用
の
一
つ
と
み
な
す
こ
と
を
前
提
す
る
）
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
一
四
五
三
年
の
著
作
『
神
を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
』
の

中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
し
か
し
、
こ
れ
〔
知
性
的
〈
霊
〉
〕
は
感
覚
的
能
力
の
媒
介
に
よ
っ
て
肉
体
に
結
合
し
て
、
諸
感
覚
無
し
に
は
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
感
覚
的
世
界
か
ら
こ
れ
へ
と
到
達
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
諸
感
覚
の
媒
介
に
よ
っ
て
こ
れ
に
向
か
っ
て
い
く
の

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
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二〇
二

　
ハ
さで

す
」
。

　
こ
れ
は
同
著
作
の
第
二
十
四
章
「
イ
エ
ス
が
命
の
〈
言
葉
〉
で
あ
る
こ
と
」
を
解
説
す
る
論
述
の
一
部
で
あ
る
。
無
論
、
単
純
に
ク
ザ
ー

ヌ
ス
の
い
う
諸
感
覚
が
そ
の
ま
ま
感
情
で
あ
る
、
と
す
る
に
は
疑
念
が
あ
る
が
、
理
性
や
知
性
と
は
区
別
さ
れ
た
知
覚
能
力
と
し
て
み
れ

ば
、
感
情
も
諸
感
覚
と
さ
れ
る
範
躊
に
あ
る
、
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
真
理
や
生
の
根
源
を
認
識
す
る
の
は
、
理
性
と
と

も
に
感
情
や
感
性
や
直
観
で
あ
る
事
が
、
改
め
て
強
調
さ
れ
る
。
感
情
と
悟
性
の
融
合
を
図
る
こ
と
を
一
面
的
に
志
向
す
る
の
で
は
な
く
、

両者
は
精
神
に
お
い
て
共
に
働
く
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
示
す
の
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
精
神
理
解
で
あ
る
。

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
宗
教
理
解
の
重
要
な
中
核
で
あ
る
「
精
神
」
に
関
す
る
論
述
に
お
い
て
、
精
神
と
五
感
の
密
接
な
関
係
に
触
れ
て
い

る
。
即
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
精
神
が
有
す
る
思
惟
と
存
在
の
二
重
性
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
諸
学
の
体
系
」
第
三
部
の

冒
頭
で
、
精
神
の
概
念
を
「
精
神
、
思
惟
、
存
在
」
と
い
う
三
つ
の
基
礎
概
念
の
関
係
性
に
よ
っ
て
展
開
し
、
我
々
が
思
惟
し
思
索
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

存在
で
あ
る
と
共
に
、
肉
体
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
精
神
全
体
の
機
能
的
現
実
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
「
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

神
と
は
、
常
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
（
現
実
）
か
ら
、
あ
る
べ
き
も
の
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
た
存
在
の
こ
と
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。

精神
が
有
す
る
思
惟
と
存
在
の
二
重
性
は
、
精
神
行
為
に
お
け
る
不
変
的
な
も
の
へ
の
志
向
性
と
、
特
殊
な
個
別
的
形
態
に
お
け
る
現
実

化
と
の
二
重
性
を
帰
結
す
る
。
こ
の
「
存
在
」
と
い
う
概
念
の
中
に
感
情
が
含
ま
れ
、
個
別
的
形
態
を
と
っ
て
創
造
性
を
発
揮
し
つ
つ
、

感情
に
よ
っ
て
芸
術
へ
と
駆
動
さ
れ
る
。
更
に
宗
教
的
感
情
の
果
て
に
芸
術
的
感
情
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
芸
術
的
感
情
の
果
て
に
宗

教
的
感情
が
あ
る
の
か
と
い
う
命
題
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。

　こ
こ
で
感
情
の
概
念
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
進
め
た
い
。
元
来
、
感
情
は
外
的
対
象
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
知
覚
や
、
肉
体
に
局
在

化さ
れ
て
い
る
感
覚
と
は
区
別
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
た
心
的
受
容
能
力
一
般
に
関
わ
る
現
象
と



し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
喜
怒
哀
楽
な
ど
は
、
そ
の
典
型
的
な
現
象
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
生
理
学
的
分

別を
超
え
て
、
感
覚
や
知
覚
に
よ
っ
て
特
別
な
感
情
が
生
じ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　ま
た
感
情
に
は
、
「
望
ま
し
い
も
の
」
と
「
望
ま
し
く
な
い
も
の
」
と
い
う
価
値
的
に
把
握
さ
れ
た
対
象
が
伴
い
、
更
に
運
動
的
、
生
理

的
身

体
反応
が
伴
う
場
合
も
あ
る
。
激
怒
す
る
と
顔
が
紅
潮
し
、
唇
が
痙
攣
し
た
り
す
る
の
は
、
激
情
が
肉
体
的
変
化
を
伴
う
こ
と
を
示

唆し
て
い
る
。

　と
こ
ろ
で
感
性
は
感
情
や
感
覚
よ
り
質
に
お
い
て
は
上
位
に
あ
る
と
し
て
一
般
に
使
用
さ
れ
る
言
語
で
あ
る
が
、
一
方
感
性
は
、
外
界

の

情報
を
知
性
に
伝
達
す
る
能
力
と
し
て
、
知
性
に
従
属
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
対
象
を
価
値
的
に
捉
え
る
能
力
と
し
て
、

感情
と
同
様
、
人
の
生
や
行
動
に
不
可
欠
な
能
力
で
あ
り
、
桑
子
敏
雄
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
感
性
と
は
、
身
体
的
自
己
と
そ

の

環境
と
の
相
関
に
対
す
る
把
握
能
力
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
、
そ
の
相
関
的
な
関
係
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
の
価
値
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
た
ん
な
る
認
識
能
力
で
は
な
く
、
価
値
判
断
の
能
力
で
あ
る
」
。

　こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
感
情
も
感
性
も
、
知
性
や
単
な
る
表
象
能
力
と
は
異
な
る
明
証
性
を
保
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

感性
や
感
情
は
、
法
則
的
認
識
の
下
位
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
感
情
を
「
志
向
的
感
得
（
ぼ
け
Φ
目
5
ぼ
O
昌
巴
Φ
ω
司
庄
呂
Φ
ロ
）
」

と
定
義
す
る
事
に
ポ
っ
て
、
感
情
が
価
値
評
価
さ
れ
た
対
象
を
提
示
し
、
ひ
と
つ
の
志
向
性
で
あ
る
と
共
に
、
固
有
の
意
味
が
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

を
強
調
し
て
い
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
怒
り
、
喜
び
、
悲
し
み
、
恐
れ
と
い
っ
た
、
一
時
的
で
激
し
い
感
情
は
、
極
端
な
身
体
的
変
化
を
伴
う
が
、
こ
れ
を

特
に
「
情
動
」
と
区
別
し
て
表
現
す
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
感
情
」
と
い
う
場
合
は
、
持
続
的
で
よ
り
平
静
な
情
感
を
指
し
、
身

体的
変
化
も
極
僅
か
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
大
ま
か
で
は
あ
っ
て
も
、
①
日
o
け
δ
口
と
州
Φ
Φ
ぎ
σ
q
、
a
h
Φ
葬
と
O
Φ
h
爵
一
の
意
味
上
の
相
違
に

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三



二
〇
四

近
い
。
カ
ン
ト
が
感
情
一
般
を
、
快
、
不
快
に
二
分
さ
れ
た
感
情
と
、
情
動
（
諺
律
Φ
蓉
）
及
び
欲
情
（
い
Φ
置
Φ
⇔
ω
げ
溝
け
）
に
分
け
た
の
は
周

知
の

事実
だ
が
、
彼
は
情
動
を
感
覚
的
不
意
打
ち
と
し
、
欲
情
を
習
慣
性
の
欲
望
と
し
た
。
情
動
と
欲
情
は
、
自
由
を
奪
う
も
の
と
し
て
、

冷静
・
緻
密
な
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
否
定
的
な
評
価
で
あ
っ
た
が
、
ロ
マ
ン
派
の
文
学
者
、
芸
術
家
に
と
っ
て
、
情
動
や
熱
情
は
藝
術

創
造
の

根
源
的
な力
で
あ
っ
た
。
理
性
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
感
情
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。

　
芸
術
的
感情
の
特
性
と
し
て
の
藝
術
創
造
は
、
詩
で
あ
れ
絵
画
で
あ
れ
、
精
神
が
受
け
と
め
る
対
象
に
対
す
る
反
発
や
抵
抗
感
、
あ
る

いは
共
感
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
シ
ケ
イ
ロ
ス
の
圧
制
に
た
い
す
る
民
衆
の
反
乱
を
描
い
た
作
品
や
、
ピ
カ
ソ
の
「
ゲ
ル
ニ
カ
」
な
ど

は
、
そ
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
感
情
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
、
美
的
感
性
に
よ
っ
て
こ
れ
を
一
旦
抑
制
し
、
こ
れ
を
客
観
視
し
て
作
品

と
し
て
定
着
さ
せ
る
。
つ
ま
り
感
情
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
た
部
分
が
、
藝
術
に
は
確
か
に
存
在
す
る
。
あ
る
い
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

詩
に

見ら
れ
る
世
間
一
般
に
対
す
る
感
覚
的
反
発
は
、
突
出
し
た
感
性
や
内
的
に
堆
積
し
た
も
の
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
れ
を
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
は
、
次
の
よ
う
に
分
析
・
批
判
す
る
。

　
　　
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
野
情
詩
に
は
、
消
極
的
で
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
だ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
神
秘
主
義
が
明
白
に
示
さ

　
　
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
要
素
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
軌
道
か
ら
解
放
す
る
ほ
ど
に
強
力
で
は
な
い
。
つ
ま
り
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神

　
　
に

対
す
る
反
発
は
あ
る
が
そ
の
反
発
は
依
然
と
し
て
そ
れ
が
反
発
す
る
当
の
も
の
に
依
存
し
て
い
る
し
、
そ
の
反
発
も
文
化
的
に
過

　
　度
に
洗
練
さ
れ
た
個
人
、
共
同
体
と
実
体
と
を
喪
失
し
た
個
人
の
孤
独
化
の
表
現
、
こ
の
孤
独
化
と
空
疎
化
に
由
来
す
る
絶
望
の
表

　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
現に
過
ぎ
な
い
」
。

　
孤独
、
歓
喜
、
恐
怖
と
い
っ
た
芸
術
的
感
情
を
惹
起
さ
せ
る
心
理
的
な
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
宗
教
的
感
情
に
も
充
当
す
る
。
こ
の
よ
う



に

感情
の
領
域
で
は
、
宗
教
も
藝
術
も
交
錯
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
情
の
関
わ
り
方
が
、
一
方
で
は
絶
対
的
な
も
の
へ
と
向
か
い
、
他

方は
美
的
昇
華
へ
と
向
か
う
方
向
性
の
差
異
を
示
し
て
い
る
。

　第
二
次
大
戦
中
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
戦
後
多
く
の
理
解
者
と
後
援
者
を
得
た
ア
メ
リ
カ
の
抽
象
表
現
主
義
者
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ

ク
は
、
い
わ
ゆ
る
ド
ロ
ッ
ピ
ン
グ
技
法
に
よ
っ
て
特
異
な
絵
画
表
現
を
創
造
し
た
。
そ
れ
は
制
作
過
程
で
偶
然
発
見
し
た
技
法
の
よ
う
だ

が
、
そ
の
作
品
は
偶
然
性
を
排
除
し
、
緻
密
な
画
面
構
成
に
よ
る
も
の
だ
、
と
ポ
ロ
ッ
ク
は
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
制
作
過
程
に
お
い
て
、

ポ
ロ
ッ
ク
の
筆
を
動
か
し
た
の
は
、
殆
ど
直
観
の
な
せ
る
業
だ
が
、
創
作
意
欲
を
か
き
た
て
た
の
は
個
人
的
な
美
の
世
界
を
確
立
し
た
い
、

と
い
う
感
情
的
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

　カ
ン
デ
冒
ン
ス
キ
ー
も
ま
た
藝
術
に
お
け
る
直
観
の
重
要
性
を
主
張
し
た
が
、
こ
の
直
観
力
は
宗
教
に
お
い
て
も
重
要
な
働
き
を
な
す

と
考
え
ら
れ
る
。
芸
術
に
お
い
て
は
、
理
性
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
感
情
の
上
で
肯
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て

感情
が
肯
定
す
る
も
の
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
に
感
情
の
神
聖
な
機
能
が
あ
る
こ
と
を
、
後
述

す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
性
論
は
示
唆
し
て
い
る
。

　
シ

ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
の
ダ
リ
は
、
晩
年
に
洗
礼
を
受
け
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
な
る
が
、
そ
れ
以
降
聖
書
の
神
話
を
題
材
と
し
た
も

のや
、
聖
母
子
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
を
主
題
と
す
る
作
品
を
多
く
手
が
け
た
。
例
え
ば
一
九
四
五
年
頃
か
ら
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
の
接
点
が

濃厚
と
な
り
、
ロ
ー
マ
法
王
に
捧
げ
る
目
的
で
描
か
れ
た
『
ボ
ル
ト
ー
ー
リ
ガ
ト
の
聖
母
』
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
九
五

一年
か
ら
五
四
年
に
か
け
て
『
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
と
キ
リ
ス
ト
』
、
『
爆
発
す
る
聖
ラ
フ
ァ
エ
ロ
的
頭
部
』
、
『
原
子
核
の
十
字
架
』
、
『
ラ

フ

ァ
エ
ロ
の
聖
母
の
最
高
速
度
』
な
ど
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
的
題
材
と
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

的イ
メ
ー
ジ
と
の
合
成
に
加
え
て
、
原
子
物
理
学
的
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
こ
れ
ら
の
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
宗
教
的
題

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五



二
〇

六

材
と
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
手
法
が
合
致
し
た
作
品
と
言
え
る
が
、
何
れ
も
ダ
リ
特
有
の
直
観
の
な
せ
る
業
で
あ
る
。

　こ
れ
ま
で
何
度
か
「
直
観
」
を
例
証
し
て
き
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
直
観
は
、
思
想
史
的
に
見
れ
ば
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
の
認
識
を

重視
し
た
頃
か
ら
の
哲
学
的
命
題
で
あ
る
。
そ
し
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
に
お
い
て
は
、
部
分
か
ら
部
分
へ
と
推
論
す
る
い
わ
ゆ
る
論
証
的
思

考

（山
同
ω
犀
¢
「
ω
貯
Φ
ω
H
）
Φ
昌
閃
Φ
口
）
に
対
し
、
事
柄
を
全
体
と
し
て
一
挙
に
把
握
す
る
直
観
と
い
う
概
念
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

であ
る
。
更
に
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
、
直
観
の
高
度
な
意
義
を
認
め
、
純
粋
な
精
神
は
、
自
己
自
身
と
一
切
と
を
そ
の
根

拠
か
ら
一
挙
に
把
握
す
る
直
感
的
認
識
が
可
能
だ
と
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
誤
謬
は
な
く
、
む
し
ろ
論
証
的
思
考
に
こ
そ
誤
謬
が
生
じ
る

と
し
た
。

　先
に
挙
げ
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
も
知
的
直
観
（
知
性
的
〔
霊
〕
）
の
意
義
を
強
調
し
た
が
、
ロ
ッ
ク
等
は
観
念
の
一
致
と
不
一
致
を
判
別
す
る

も
の
と
し
て
の
「
直
観
知
」
を
、
知
の
根
本
と
ま
で
見
な
す
に
至
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
も
ま
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
合
理
性
の
要
素
を
純
粋
直

観
のう
ち
に
見
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
知
的
直
観
は
藝
術
に
お
け
る
美
的
直
観
に
お
い
て
客
観
的
に
示
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に

直観
の
有
す
る
い
わ
ば
認
識
力
の
正
当
性
が
、
思
想
史
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
間
接
的
推
論
も
し
く
は
論
証
的

思
考を
重
視
す
る
方
向
と
、
直
観
も
し
く
は
直
接
的
把
握
を
重
視
す
る
方
向
と
が
対
立
的
に
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
中
で
も
生
の
哲
学
、

現
象
学あ
る
い
は
実
存
哲
学
に
お
い
て
直
観
は
重
視
さ
れ
る
。
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
（
N
β
α
Φ
】
P
ω
P
O
げ
Φ
昌
ω
Φ
一
び
ω
叶
）
を
標
榜
す
る
現
象
学

の
フ
ッ

サー
ル
も
、
一
度
は
経
験
主
義
的
、
実
証
主
義
的
立
場
に
接
近
す
る
が
、
結
局
こ
れ
に
同
調
す
る
こ
と
な
く
批
判
的
態
度
を
崩
さ

ず
、
事
象
そ
の
も
の
は
経
験
論
的
立
場
が
予
想
す
る
経
験
的
事
実
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
実
を
本
質
と
見
な
す
特
徴
が
あ
る
と
し
た
。
そ

し
て
感
性
的
直
観
の
ほ
か
に
本
質
直
観
（
妻
Φ
ω
2
ω
き
ω
9
窪
§
α
q
）
を
人
は
有
し
、
こ
の
本
質
を
把
握
す
る
直
観
に
よ
っ
て
、
事
実
の
世
界

から
本
質
の
世
界
へ
と
向
う
形
相
的
還
元
（
Φ
置
Φ
け
同
ω
o
げ
Φ
切
Φ
α
鼻
口
o
ロ
）
が
な
さ
れ
る
と
い
う
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
で
あ
ろ
う
。



　
こ
の
よ
う
に
直
観
を
重
視
す
る
姿
勢
を
論
者
も
共
に
す
る
の
は
、
状
況
や
認
識
対
象
の
悲
劇
性
、
喜
劇
性
、
快
、
不
快
と
い
っ
た
要
素

を
直
観
が
認
識
し
、
こ
れ
が
感
情
を
誘
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
直
観
と
感
情
の
連
結
性
が
認
識
さ
れ
よ
う
。

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
ま
た
マ
チ
ス
が
制
作
し
た
ヴ
ァ
ン
ス
の
礼
拝
堂
を
、
こ
れ
は
我
々
の
言
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
と
は
異
な
る
、
と
評

し
た
。
つ
ま
り
こ
の
礼
拝
堂
は
崇
高
な
ほ
ど
単
純
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
と
い
う
も
の
に
と
っ
て
、
如
何
な
る
内
的
な
か
か
わ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ

持
た
な
い
人
の
設
計
で
あ
り
、
重
要
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
、
と
し
た
。
マ
チ
ス
の
直
観
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
直
観
と
が
こ
こ
で
対
立
す
る

が
、
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
信
奉
者
で
あ
り
、
宗
教
的
絵
画
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
が
リ
ア
リ
ズ
ム

だ
、
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
写
実
性
を
強
調
す
る
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
く
、
絵
画
の
中
に
リ
ア
リ

テ
ィ
あ
る
い
は
真
実
性
（
妻
費
げ
無
戯
σ
q
犀
o
巳
が
あ
る
か
無
い
か
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
無
論
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
信
仰
者
で
あ
り
、
マ
チ
ス
の
宗
教
性
は
い
わ
ば
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ち
な
み
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
絵
画
の
中
で
最
も
宗
教
的
な
も
の
は
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
の
「
キ
リ
ス
ト
礫
刑
図
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

あ
っ
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
は
〈
誠
実
の
論
理
〉
と
い
う
独
自
の
芸
術
論
が
あ
り
、
不
誠
実
で
美
化
さ
れ
た
虚
偽
の
写
実
性
を
拒
否
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

絵
画
は
、
人
間
の
精
神
的
状
況
の
最
も
深
い
性
格
を
反
映
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
絵
画
は
、
色

彩
と
形
を
通
し
て
存
在
の
力
を
輝
き
だ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
予
言
的
で
あ
り
、
霊
感
で
あ
っ
た
。
即
ち
藝
術
が
有
す
る
表
現
力
こ
そ
、

感情
が
導
き
出
す
重
要
な
要
素
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ダ
リ
や
マ
チ
ス
の
芸
術
的
感
性
は
卓
越
し
て
い
た
が
、
そ
の
宗
教
的
感
性

は
あ
く
ま
で
恣
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
独
善
と
偏
見
、
あ
る
い
は
宗
教
的
修
練
の
欠
如
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
ゴ
ッ
ホ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ボ
リ
ナ
ー
ジ
ュ
と
い
う
炭
鉱
の
町
の
伝
道
所
に
非
公
式
の
伝
道
師
と
し
て
赴
任
す
る
が
、
そ
の
直
情
的
傾
向

が災
い
し
て
、
そ
の
地
方
の
伝
道
委
員
会
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
ゴ
ッ
ホ
は
、
生
き
る
意
味
と
価
値
を
藝
術
に
求
め
、
そ
の

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七



，
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

感情
を
宗
教
的
な
も
の
か
ら
芸
術
的
な
も
の
へ
と
転
換
し
た
が
、
宗
教
性
が
消
滅
し
た
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
絵
画
を
通
し
て
生
の
意

味
、
自
然
の
意
味
、
宇
宙
の
意
味
を
問
い
続
け
た
の
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
に
お
い
て
は
宗
教
性
と
芸
術
的
感
情
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
互

い
に
交
錯
し
、
創
作
へ
と
向
う
こ
と
が
出
来
た
。
こ
う
し
た
芸
術
的
表
現
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、
西
田
幾
多
郎
の
以
下
の
論
説
は
き
わ

め
て
暗
示
的
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　　
「
我
々
は
ノ
エ
マ
的
に
結
び
附
く
と
考
へ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
我
々
が
ノ
エ
マ
的
に
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、

　
　私
と
汝
と
で
は
な
い
。
…
…
さ
ら
ば
と
云
つ
て
、
我
々
は
単
に
ノ
エ
シ
ス
的
に
結
合
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
で
き
ぬ
。
単
に
ノ
エ
シ
ス

　
　
的
に結
合
す
る
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
と
汝
と
で
は
な
く
し
て
、
唯
私
の
延
長
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
考
へ
方
で
は
私

　　
と
い
ふ
も
の
で
も
な
く
な
る
。
愛
と
い
ふ
こ
と
す
ら
、
単
に
私
と
汝
と
が
ノ
エ
シ
ス
的
に
結
合
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
私
と

　
　
汝と
を
結
合
す
る
も
の
は
、
客
観
的
・
主
観
的
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
そ
れ
は
表
現
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の

　　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
表
現
を
通
じ
て
相
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
表
現
の
世
界
と
い
ふ
の
は
単
な
る
客
観
の
世
界
で
は

　
　な
い
、
単
な
る
物
の
世
界
で
は
な
い
、
さ
ら
ば
と
云
つ
て
単
な
る
主
観
の
世
界
で
は
な
い
、
単
な
る
意
識
の
世
界
で
は
な
い
。
又
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

　
　
現
の

世界
と
い
ふ
の
は
単
な
る
私
の
世
界
で
も
な
く
、
汝
の
世
界
で
も
な
い
、
私
と
汝
の
世
界
で
あ
る
」
。

　
ゴ
ッ
ホ
は
ま
さ
に
表
現
の
世
界
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
作
品
を
通
し
て
よ
り
多
数
の
人
々
の
共
感
を
獲
得
し
、
作
品
に
対
峙

す
る
観
客
と
の
間
に
「
私
と
汝
」
の
独
特
な
世
界
を
実
現
さ
せ
た
。
そ
れ
は
ゴ
ッ
ホ
が
感
覚
与
件
を
、
表
現
力
に
よ
っ
て
生
き
生
き
と
し

た

生
気あ
る
も
の
と
し
て
提
示
し
、
そ
こ
に
意
味
を
把
握
す
る
意
識
作
用
を
、
観
客
と
共
有
し
た
、
と
言
え
よ
う
。
西
田
は
更
に
次
の
よ

う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　　
「
物
が
表
現
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
れ
が
物
と
し
て
有
っ
て
居
る
以
上
の
内
容
を
有
つ
こ
と
で
あ
る
」
。



　
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
が
、
表
現
主
義
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
表
現
的
内
容
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ゴ
ッ

ホ

に

おけ
る
感
情
の
宗
教
性
と
芸
術
性
と
の
相
克
と
死
闘
は
、
物
が
持
つ
内
容
へ
の
肉
薄
と
そ
の
表
現
と
の
相
克
と
死
闘
で
あ
っ
た
。

主
観的
で
あ
り
同
時
に
客
観
的
で
あ
る
よ
う
な
表
現
を
、
我
々
が
感
性
と
感
情
に
お
い
て
受
け
と
め
る
時
、
そ
こ
に
生
じ
る
独
特
の
世
界
、

すな
わ
ち
「
私
と
汝
」
の
世
界
を
実
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

二

　
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
性
論
に
つ
い
て
、
彼
の
発
言
を
例
証
し
つ
つ
検
証
し
た
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
著
『
存
在
と
時
間
』

の第
五
章
二
十
九
節
と
三
十
節
に
お
い
て
、
情
態
性
に
つ
い
て
論
評
し
て
い
る
。
情
態
性
（
】
W
Φ
訟
口
自
o
算
Φ
同
け
）
と
は
、
精
神
状
態
即
ち
心

のあ
り
よ
う
で
あ
り
、
気
分
と
言
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
こ
の
「
気
分
」
の
な
か
で
、
人
は
何
処
か
ら
来
て
何
処
へ
行
く
の
か
も
不
明
の

ま
ま
こ
の
世
界
に
存
在
し
て
居
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
「
自
己
の
被
投
的
現
事
実
性
」
と
い
う
も
の

が
、
現
存
在
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
と
い
う
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
柄
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
論
述

する
。　

　　
「
我
々
が
存
在
論
的
に
情
態
性
と
い
う
名
称
に
よ
り
暗
示
す
る
の
は
、
存
在
的
に
は
最
熟
知
（
し
d
Φ
閃
碧
巨
①
ω
8
）
で
最
日
常
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

　　
（
≧
冨
ひ
q
浮
げ
曾
Φ
）
な
も
の
、
即
ち
気
分
あ
る
い
は
気
分
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

　そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
日
常
的
に
経
験
さ
れ
る
「
落
ち
着
い
た
気
分
」
も
、
「
不
快
な
気
分
」
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
気
分
が
交
互

に

訪
れ
たり
、
最
終
的
に
不
機
嫌
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
、
存
在
論
的
に
言
っ
て
無
視
で
き
な
い
重
要
な
事
柄
だ
、
と
し
て
い
る
。
そ

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九



二

一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ

し
て
「
気
分
が
壊
さ
れ
た
り
急
変
し
た
り
す
る
の
は
、
現
存
在
が
そ
の
つ
ど
既
に
気
分
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

と
続
け
る
。

　
「
現
存
在
」
（
∪
鋤
ω
Φ
ヨ
）
と
は
、
人
が
今
、
現
に
具
体
的
に
存
在
す
る
実
存
の
こ
と
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
「
現
存
在
」
に
つ
い

て様
々
な
事
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
二
十
八
節
の
末
尾
で
「
現
に
そ
こ
に
開
示
さ
れ
て
い
る
現
存
在
が
有
す
る
種
々

の

存
在
性格
の
分
析
は
、
実
存
論
的
な
分
析
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
気
分
の
う
ち
で
こ
そ
現
存
在
は
、
現
と
し
て
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

の

存在
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
論
述
す
る
。
例
え
ば
高
揚
し
た
気
分
が
存
在
の
重
荷
を
忘
れ
さ
せ
る
時
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

気
分
の

可
能性
と
い
っ
た
も
の
が
、
重
荷
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
現
存
在
の
性
格
を
開
示
し
て
い
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
こ
の
よ

う
に
気
分
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
現
存
在
は
存
在
者
と
し
て
既
に
気
分
に
適
合
し
て
開
示
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
現
存
在
こ
そ
、
現
存
在
が
実
存
し
つ
つ
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
な
の
だ
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
続
け
る
。
即

ち
、
自
己
の
存
在
を
認
識
し
自
覚
す
る
の
は
、
気
分
な
い
し
感
情
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
述

べ
て

いる
。

　
　　
「
現
存
在
は
、
気
分
の
う
ち
で
開
示
さ
れ
て
い
る
存
在
を
、
多
く
の
場
合
存
在
的
、
実
存
的
に
は
回
避
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
が

　
　
存
在
論的
・
実
存
論
的
に
意
味
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
気
分
が
無
頓
着
な
当
の
も
の
に
お
い
て
、
現
存
在
が
現
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

　
　こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
」
。

　
即ち
回
避
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
現
は
、
「
開
示
さ
れ
た
現
」
で
あ
る
し
、
現
存
在
は
自
己
が
何
処
に
由
来
し
、
何
処
に
帰
属
す
る
か

に

つ
い
ては
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
自
己
自
身
に
即
し
て
一
層
開
示
さ
れ
て
い
る
「
存
在
性
格
」
（
m
W
Φ
同
づ
ω
O
げ
四
『
鋤
一
（
け
Φ
『
）
を
持
っ
て
い

る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
付
言
す
る
。
「
現
存
在
は
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
を
こ
の
存
在
者
の
被
投
性
と
名
づ
け
、
し
か
も
そ
れ
は
、



現
存在
が
世
界
内
存
在
と
し
て
現
で
あ
る
、
と
い
う
被
投
性
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　　
「
情
態
性
に
お
い
て
開
示
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
世
界
内
存
在
と
い
う
あ
り
方
で
存
在
し
て
い
る
存
在
者
の
、
実
存
論
的
規
定
性
と

　
　し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
事
実
性
と
は
事
物
的
存
在
者
の
鈍
い
事
実
と
い
う
事
実
性
で
は
な
く
て
、
さ
し
あ
た
り
排
除
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
り

　
　
たり
は
す
る
が
、
実
存
の
う
ち
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
現
存
在
の
、
あ
る
存
在
性
格
で
あ
る
」
。

　
現
存在
は
既
に
自
己
自
身
を
見
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
気
分
的
に
規
定
さ
れ
た
情
態
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を

見出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
気
分
は
何
を
開
示
す
る
の
か
を
、
我
々
が
現
象
的
に
完
全
に
見
誤
る
の
は
、
開
示
さ
れ
た
も
の
と
、

同
時
に
気
分
的
に
規
定
さ
れ
た
現
存
在
が
識
別
し
、
認
知
し
、
信
じ
て
い
る
も
の
と
を
混
同
す
る
か
ら
だ
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
指
摘
す
る
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、
現
存
在
が
信
仰
に
お
い
て
自
己
自
身
が
「
何
処
へ
」
と
帰
属
す
る
の
か
を
確
信
し
て
い
る
時
で

さ
え
、
あ
る
い
は
「
何
処
に
」
由
来
し
て
い
る
か
を
合
理
的
に
解
明
し
て
認
知
し
て
い
る
時
で
さ
え
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
、
気
分
が
現

存
在を
そ
の
「
現
」
と
い
う
事
実
に
直
面
さ
せ
る
と
い
う
現
象
的
実
態
に
対
し
て
は
何
等
の
効
力
も
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

気分
の
現
象
的
実
態
が
持
つ
現
実
的
力
の
よ
う
な
も
の
を
我
々
も
認
識
す
る
場
合
が
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
気
分
に
つ
い
て
更
に
次
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
。

　
　　
「
現
存
在
は
、
現
実
的
に
知
識
や
意
志
に
よ
り
気
分
を
支
配
で
き
る
。
支
配
す
べ
き
で
あ
り
、
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

　
　は
実
存
す
る
諸
可
能
性
に
お
い
て
意
志
や
認
識
の
優
位
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
だ
が
気
分
に
お
い
て
現
存
在
は
、
す
べ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
り

　
　
認
識
や

意
志
以前
に
、
認
識
や
意
志
が
開
示
す
る
射
程
を
超
え
て
、
自
己
自
身
に
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

　こ
こ
に
直
観
や
感
情
の
持
つ
超
越
的
力
を
、
我
々
が
再
認
識
す
る
論
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
単
な
る
気
分
こ
そ
が
「
現
」

を
一
層
根
源
的
に
開
示
す
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
す
べ
て
の
無
知
覚
よ
り
も
一
層
「
現
」
を
執
拗
に
「
閉

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



一
＝

二

鎖
」
す
る
、
と
付
言
し
て
い
る
。
実
存
に
お
け
る
「
気
分
」
あ
る
い
は
「
感
情
」
の
位
置
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

る
。　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
第
二
十
八
節
に
お
い
て
「
現
存
在
は
自
己
の
開
示
性
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ
し
て
情
態
性
は
、
被

投
性
の開
示
と
全
世
界
内
存
在
の
そ
の
時
ど
き
の
開
示
と
い
う
二
つ
の
本
質
を
持
つ
、
と
述
べ
る
。
更
に
情
態
性
と
い
う
気
分
的
規
定
性

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
現
存
在
の
世
界
開
放
性
を
実
存
論
的
に
構
成
」
し
て
い
る
。
感
情
論
に
お
い
て
重
要
な
「
感
性
」
や
「
感

官
」
に
つ
い
て
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
、
情
動
が
自
己
を
開
示
す
る
、
と
明
言
し
て
い
る
。

　
　　
「
感
官
も
存
在
論
的
に
は
、
情
態
的
な
世
界
内
存
在
と
い
う
存
在
様
式
を
有
す
る
存
在
者
に
帰
属
す
る
故
に
、
ま
た
そ
れ
故
に
の
み

　
　そ
れ
ら
感
官
は
感
動
さ
せ
ら
れ
、
何
も
の
か
に
対
す
る
感
じ
を
有
ず
る
事
が
可
能
と
な
る
。
結
果
と
し
て
感
動
さ
せ
る
も
の
が
情
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

　
　
に

お
い
て自
己
を
開
示
す
る
」
。

　
純粋
な
理
論
的
観
想
（
巳
り
①
O
同
Φ
け
幽
ω
O
げ
Φ
ω
｝
H
簡
5
ω
Φ
げ
Φ
】
P
）
と
い
え
ど
も
気
分
を
置
き
去
り
に
し
て
は
い
な
い
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
付
言
す
る
。

そ
し
て
情
緒
や
感
情
と
い
っ
た
呼
称
に
よ
る
諸
現
象
は
、
存
在
的
に
は
古
く
か
ら
熟
知
の
も
の
で
あ
り
哲
学
的
に
も
考
察
さ
れ
て
き
た
と

述
べ
、
「
情
態
性
は
実
存
論
的
な
根
本
様
式
で
あ
り
、
そ
の
根
本
様
式
に
お
い
て
現
存
在
は
現
で
あ
る
。
情
態
性
は
現
存
在
を
存
在
論
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

性
格付
け
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
自
身
の
開
示
性
を
根
拠
と
し
て
、
実
存
論
的
分
析
論
に
と
っ
て
原
則
的
な
方
法
的
意
義
を
持
つ
」
と
結

論し
て
い
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
更
に
三
十
節
に
お
い
て
、
情
態
性
の
一
つ
の
様
態
と
し
て
「
恐
れ
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
情
態
性
論
に
お
け
る
感
情
の

評価
を
明
白
に
し
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
「
恐
れ
」
の
多
様
性
に
よ
っ
て
感
情
の
多
様
性
と
い
う
も
の
も
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

「
恐れ
」
と
い
う
感
情
的
現
象
を
、
「
恐
れ
の
対
象
」
、
「
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
」
及
び
「
恐
れ
の
理
由
」
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
分
析
す



る
。
こ
れ
ら
三
種
の
視
点
か
ら
情
態
性
一
般
の
構
造
も
明
ら
か
に
な
る
。

　こ
れ
ら
三
つ
の
視
点
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
に
基
づ
き
以
下
に
論
述
す
る
。
先
ず
「
恐
れ
の
対
象
」
は
道
具
的
存
在
者
、
事
物
的
存

在者
も
し
く
は
共
現
存
在
と
い
っ
た
存
在
様
式
に
よ
っ
て
、
世
界
内
で
我
々
と
出
会
う
。
こ
の
「
恐
ろ
し
い
も
の
」
に
は
何
が
属
す
る
の

か
。
「
恐
ろ
し
い
も
の
」
は
脅
か
す
と
い
う
性
格
を
持
つ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
分
類
す
る
っ
一
、
出
会
わ
れ
る
も
の

は
有
害
で
あ
る
と
い
う
様
式
。
二
、
こ
の
有
害
性
は
そ
れ
自
身
あ
る
特
定
の
方
域
か
ら
く
る
。
三
、
方
域
自
身
と
そ
の
方
域
か
ら
こ
ち
ら

へ来
る
も
の
と
は
、
物
騒
な
も
の
と
し
て
熟
知
さ
れ
て
い
る
。
四
、
有
害
な
も
の
は
脅
威
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
接
近
し
て
く
る
。
五
、

こ
の
接
近
は
近
さ
の
範
囲
内
で
の
接
近
で
あ
る
。
益
々
接
近
し
て
く
る
が
、
遠
く
に
あ
る
も
の
は
「
恐
ろ
し
さ
」
と
い
う
点
で
は
遮
蔽
さ

れ
て

いる
。

　そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
」
の
場
合
、
接
近
し
て
く
る
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
そ
の
恐
ろ
し
さ
に
お
い
て
暴
露
し
て

いる
、
と
言
う
。
恐
ろ
し
い
も
の
を
見
て
取
る
の
は
配
慮
（
d
日
ω
曲
o
ぽ
）
あ
る
い
は
目
配
り
で
あ
る
が
、
配
慮
は
恐
れ
と
い
う
情
態
性
の
う

ち
に
あ
る
。
そ
し
て
恐
ろ
し
い
物
が
接
近
可
能
な
の
は
「
世
界
か
ら
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
世
界
を
既
に
開
示
し
て
い
る
、
と
ハ
イ
デ

ガー
は
述
べ
る
。

　ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
恐
れ
る
理
由
」
を
恐
ろ
し
が
る
存
在
者
自
身
が
現
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
言
う
。
恐
れ
る
こ
と
は
こ
の
存
在

者
を
開
示
す
る
。
そ
し
て
恐
れ
は
現
存
在
を
負
の
面
で
開
示
す
る
。
即
ち
恐
れ
は
混
乱
さ
せ
、
狼
狽
さ
せ
る
。
「
恐
れ
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

た内
存
在
を
見
せ
つ
つ
、
同
時
に
内
存
在
を
閉
鎖
す
る
。
そ
し
て
現
存
在
は
恐
れ
が
退
い
た
時
、
正
常
に
戻
る
」
と
い
う
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー

の

見解
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
何
ら
か
の
理
由
で
恐
れ
る
こ
と
は
、
脅
か
し
つ
つ
あ
る
世
界
内
的
存
在
者
と
、
脅
か
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ソ

い
る
こ
と
に
関
す
る
内
存
在
と
を
、
常
に
等
根
源
的
に
開
示
す
る
。
そ
れ
は
情
態
性
の
ひ
と
つ
の
様
態
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
更
に
「
恐

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
＝
二



二

一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ね

れ
の

完
全な
現
象
を
構
成
す
る
諸
契
機
は
変
化
す
る
」
と
続
け
、
恐
れ
の
度
合
い
を
以
下
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

　脅
か
す
も
の
が
突
如
と
し
て
気
遣
い
つ
つ
あ
る
世
界
内
存
在
に
入
り
込
む
と
き
、
恐
れ
は
「
驚
愕
」
と
な
る
。
驚
愕
の
対
象
は
、
熟
知

の親
し
い
も
の
で
あ
る
。
脅
か
す
も
の
が
全
く
親
し
く
な
い
場
合
、
お
そ
れ
は
「
戦
慎
」
と
な
る
。
戦
標
す
べ
き
も
の
が
突
如
性
を
持
っ

て

いる
場
合
、
恐
れ
は
「
仰
天
」
と
な
る
。
恐
れ
の
そ
の
他
の
変
種
と
し
て
、
「
し
り
込
み
」
あ
る
い
は
「
内
気
」
（
ω
O
げ
口
O
ぼ
Φ
H
b
げ
Φ
圃
け
）
、

「おじ
け
」
（
ω
o
げ
Φ
β
）
、
「
心
配
」
（
切
四
口
σ
q
に
閃
似
け
）
、
「
び
っ
く
り
」
（
ω
け
9
N
同
窒
興
畠
Φ
昌
）
な
ど
が
あ
る
。

　こ
う
し
た
恐
れ
の
変
容
は
、
現
存
在
が
世
界
内
存
在
と
し
て
、
恐
ろ
し
が
る
傾
向
を
持
つ
こ
と
を
暗
示
し
、
こ
の
傾
向
は
個
別
化
さ
れ

た

素
質と
い
う
存
在
的
な
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
む
し
ろ
現
存
在
一
般
の
本
質
的
情
態
性
の
実
存
論
的
可
能
性
と
解
釈
す
べ

き
で
あ
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
主
張
す
る
。
恐
れ
と
い
う
感
情
一
般
と
そ
の
多
様
性
か
ら
も
、
そ
れ
が
我
々
の
実
存
を
規
定
す
る
重
要
な

要素
で
あ
る
事
が
了
解
さ
れ
る
。

　こ
の
よ
う
な
「
恐
れ
」
の
分
析
か
ら
、
様
々
な
心
理
的
現
実
を
我
々
は
再
確
認
す
る
。
恐
れ
は
不
安
と
な
り
、
警
戒
心
や
信
仰
心
へ
と

傾
斜
す
る
。
あ
る
い
は
不
安
の
執
拗
な
追
跡
の
中
か
ら
、
ム
ン
ク
の
「
叫
び
」
の
よ
う
な
芸
術
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
。
現
存
在
と
し
て

の

芸
術
家
の

情
態性
が
、
大
き
く
そ
の
創
作
活
動
を
支
配
し
て
い
る
。
同
時
に
宗
教
家
の
心
情
を
突
き
動
か
し
て
い
る
。
「
恐
れ
」
と
い
う

言葉
に
総
括
さ
れ
る
様
々
な
感
情
は
、
音
階
、
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
例
え
ば
オ
ペ
ラ
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

感情
に
は
宗
教
的
要
素
と
芸
術
的
要
素
と
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。



三

　さ
て
、
宗
教
的
感
情
と
は
何
か
。
神
秘
的
事
柄
、
死
や
運
命
や
永
遠
と
い
っ
た
不
可
解
な
も
の
へ
の
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
生
の

片
隅
で
感
知
さ
れ
る
こ
と
か
。
絶
対
者
を
想
起
し
、
創
造
主
の
愛
に
浸
る
こ
と
か
。
あ
る
い
は
不
可
思
議
な
、
理
性
を
超
え
た
現
象
に
遭

遇
する
事
に
よ
っ
て
生
じ
る
独
特
な
感
情
を
指
す
の
か
。

　
シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
周
知
の
よ
う
に
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
や
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
い
っ
た
ロ
マ
ン
派
の
文
学
者
達
の
影
響
下
に
あ
っ

て
、
独
自
な
宗
教
論
を
展
開
す
る
。
宗
教
は
、
哲
学
や
思
惟
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
道
徳
的
実
践
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
感
情
や
直

観
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
観
は
、
宗
教
の
独
自
な
精
神
領
域
を
示
す
と
共
に
、
宗
教
の
実

際
的な
概
念
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
単
な
る
超
越
的
存
在
者
と
し
て
の
神
、
思
惟
の
中
に
浮
か
ぶ
客
観
的
実
在
と
し
て
の
神
で

は
な
く
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
論
に
お
け
る
神
は
、
体
験
的
告
白
や
反
省
に
よ
る
絶
対
依
存
の
感
情
の
中
で
出
会
う
具
体
的

な
存
在
で
あ
る
。
道
徳
的
実
践
は
、
宗
教
を
背
景
と
し
な
い
理
性
的
な
倫
理
学
や
道
徳
教
育
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
も
実
現
さ
れ
る
が
、

「絶
対
依
存
の

感情
」
と
い
う
超
越
的
神
秘
性
に
こ
そ
、
宗
教
的
感
情
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
パ
ウ
ロ
の
回
心
の
事
実
も
、
ル
タ
ー

の

「
落雷
」
の
体
験
や
「
塔
」
の
体
験
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
そ
の
神
学
思
想
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
事
実
も
、
あ
る
「
宗
教
的
」
感

情
の
作
用
と
見
る
事
が
出
来
よ
う
。
回
心
そ
の
も
の
は
意
志
的
事
柄
だ
が
、
回
心
の
動
機
は
感
情
的
要
素
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
と

見る
事
が
出
来
よ
う
。
こ
の
場
合
の
感
情
を
、
霊
的
交
流
や
知
的
霊
感
と
見
る
考
え
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
「
感
情
は
根
源
的
な
存
在
の
意
味
を
開
示
す
る
」
と
い
う
の
は
、
人
が
自
分
自
身
の
存
在
を
確
認
し
た
り
自
覚
し
た
り
、

存
在
様
態
の

性
格
規定
を
す
る
上
で
、
ま
さ
に
感
情
が
主
要
な
働
き
を
な
す
か
ら
で
あ
ろ
う
。
感
情
を
伴
う
直
観
は
、
多
く
の
場
合
重
大

感情
の
芸
術
性
と
宗
教
性
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五



二

一
六

な

局
面を
沈
黙
の
う
ち
に
感
得
さ
せ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
良
心
の
呼
び
声
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
良
心
に
つ
い

て

五十
六
節
の
「
良
心
の
呼
び
声
の
性
格
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　　
「
呼
び
声
は
、
全
く
声
を
出
し
て
口
外
す
る
こ
と
は
な
い
。
呼
び
声
は
到
底
言
葉
に
な
り
得
な
い
も
の
だ
が
…
…
に
も
拘
ら
ず
断
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

　　
て
不
明
瞭
で
無
規
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
良
心
は
、
ひ
た
す
ら
不
断
に
、
沈
黙
と
い
う
様
態
に
お
い
て
語
る
の
で
あ
る
」
。

　我
々
が
藝
術
と
の
関
連
で
宗
教
的
感
情
に
言
及
す
る
場
合
、
「
宗
教
的
感
情
の
練
磨
」
に
つ
い
て
も
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
バ
ッ
ハ
の

宗
教
音楽
は
、
彼
自
身
の
神
学
研
究
と
、
長
い
年
月
に
お
け
る
教
会
音
楽
と
の
接
触
が
強
く
影
響
し
、
実
を
結
ん
で
い
る
。
モ
ー
ツ
ア
ル

ト
も
ま
た
幼
児
洗
礼
を
受
け
、
教
会
音
楽
や
聖
歌
に
親
し
み
、
結
果
と
し
て
宗
教
的
感
情
の
洗
練
が
彼
の
う
ち
に
育
成
さ
れ
た
と
見
る
こ

と
も
出
来
よ
う
。
感
情
の
宗
教
性
に
つ
い
て
は
、
更
に
綿
密
な
議
論
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
で
主
要
な
論
点

を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
。

結
び

　
「
恐
れ
」
の
感
情
は
、
想
像
力
と
共
に
働
く
。
未
だ
来
て
は
い
な
い
が
、
近
く
か
ら
来
る
と
い
う
予
想
や
期
待
に
よ
っ
て
、
恐
れ
の
感
情

が
惹
起さ
れ
る
。
こ
う
し
た
感
情
は
、
時
に
芸
術
に
向
か
い
、
時
に
宗
教
へ
と
向
か
う
。
感
情
や
感
性
は
そ
の
対
象
に
よ
り
異
な
る
働
き

を
す
る
が
、
「
宗
教
的
感
情
」
と
「
芸
術
的
感
情
」
と
い
う
二
種
の
感
情
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
論
で
強
調
し
た
い
の
は
、
感
情
や
感

性
を
練
磨
し
研
ぎ
澄
ま
す
事
の
重
要
性
で
あ
る
。
感
情
が
異
な
る
対
象
に
向
か
う
時
、
最
良
の
状
態
で
感
得
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
宗
教

的
感
情
は
悟
性
を
排
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
感
情
と
共
に
悟
性
も
ま
た
宗
教
に
と
っ
て
密
接
で
あ
る
。
思
索
の
結
果
、
宗
教
的
認
識



も
深
化
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
客
観
的
な
現
実
分
析
に
お
い
て
も
、
冷
静
な
主
観
を
支
え
る
の
は
真
実
に
対
す
る
個
人
的
感
情
で
あ
る
。

辻
井
喬は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　　
「
思
想
と
呼
ば
れ
る
精
神
と
頭
脳
の
働
き
の
果
実
は
、
西
欧
の
思
想
に
関
す
る
知
識
と
誤
認
さ
れ
、
大
衆
の
日
常
か
ら
浮
き
上
が
っ

　
　
たも
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
勉
強
を
し
て
い
な
い
文
学
関
係
者
の
中
に
は
、
日
本
語
は
思
想
表
現
に
適
さ
な
い
と
い
う

　
　よ
う
な
迷
論
ま
で
飛
び
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
認
識
の
構
造
か
ら
感
性
と
思
想
は
縁
の
な
い
も
の
、
異
質
な
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　
考え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
感
性
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
思
想
の
言
葉
が
説
得
力
を
持
た
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
」
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
思
索
の
展
開
は
、
多
分
に
感
性
的
で
あ
り
、
そ
の
為
宗
教
や
芸
術
を
論
じ
る
う
え
で
、
き

わ
め
て
高
度
な
認
識
に
寄
与
す
る
点
が
あ
る
。
情
態
性
と
は
実
存
的
存
在
者
の
感
情
が
、
現
実
に
働
く
様
態
を
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

の

詩的
、
実
存
的
思
想
の
一
部
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
議
論
の
展
開
が
円
滑
に
な
っ
た
理
由
は
、
感
情
の
諸
概
念
を
状
況
証
拠
と
見

な

せば
、
「
情
態
性
論
」
は
ま
さ
に
物
的
証
拠
と
見
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
感
情
が
現
存
す
る
の
は
一
つ
の
神
秘
だ
が
、
知
性
無
き
感
情

は
醜
悪
で
あ
り
、
感
情
無
き
知
性
は
不
完
全
で
あ
る
。
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