
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仮説
」
は
彼
の
思
想
全
般
が
組
み
込
ま
れ
た
議
論
で
あ
り
、
そ
し
て
、
ヒ
ッ

　
　
　
神
秘
主
義
の

観点
か
ら
見
た
宗
教
多
元
主
義
　
　
　
ク
の
宗
教
経
験
論
－
神
認
識
の
問
題
な
ど
ー
を
解
明
し
な
い
な
ら

　
　
　
　
　
ー
東
ア
ジ
ア
の
文
化
的
背
景
を
中
心
に
　
　
　
　
　
　
ば
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

見解
に
基
づ
い
て
、
ピ
ッ
ク
の
宗
教
経
験
論
の
全
体
像
の
考
察
を
試
み

　　　　　　　　　　　　　　　　　加

薦

榔　
雛
甜
論
縞
笥
罐
盤
と
し
て
彼
の
墜
．
は
評
価
さ
れ

　
　は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
に
、
．
」
う
し
た
ピ
ッ
ク
の
宗
教
思
想
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
教
を
論
じ
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由

　ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
（
H
O
ず
昌
H
幽
同
O
評
）
が
「
宗
教
多
元
主
義
の
仮
説
（
覧
早
　
　
は
、
東
ア
ジ
ア
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
が
外
来
宗
教
で
あ
る
地
域
に
お
い

旨
濠
け
甘
げ
巻
o
昏
Φ
ω
博
ω
）
」
を
提
示
し
て
か
ら
、
約
二
十
年
の
と
き
が
流
れ
　
　
　
て
、
「
宗
教
」
が
複
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
認
す
る
の
は
不
可
能
で

た
。
ピ
ッ
ク
が
主
張
す
る
「
宗
教
多
元
主
義
の
仮
説
」
は
、
「
宗
教
多
元
主
　
　
あ
り
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ

義
」
の
議
論
の
中
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
関
し
て
デ
ニ
　
　
る
。
こ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
を
論
じ
る
上
で
、
重
要

ス
・
ア
コ
ー
ム
（
U
窪
巳
ω
い
O
さ
o
巨
）
は
、
ピ
ッ
ク
が
問
題
を
提
起
し
、
　
　
な
意
味
を
も
つ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
警
戒
線
を
崩
し
た
。
そ
し
て
、
模
範
的
な
表
現
（
冨
冨
島
α
q
日
薮
o
　
　
　
注
目
す
べ
き
点
は
、
最
近
の
ピ
ッ
ク
は
「
宗
教
多
元
主
義
の
仮
説
」
を
、

9
田
ω
8
）
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
宗
教
多
元
主
義
」
が
本
格
的
に
議
　
　
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
、
薪
た
な
議
論
に
展
開
し
て
い
る
こ

論
さ
れ
る
土
台
を
形
成
し
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
ピ
ッ
ク
の
「
宗
教
　
　
　
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ピ
ッ
ク
が
主
張
す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、

多
元
主
義
仮
説
」
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
相
反
す
る
と
い
う
観
　
　
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
秘
主
義
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る

点
か
ら
ピ
ッ
ク
に
対
す
る
批
判
的
な
研
究
が
主
流
と
な
り
、
日
本
と
韓
国
　
　
が
、
彼
は
各
々
の
文
化
や
伝
統
の
中
で
、
他
の
宗
教
に
も
キ
リ
ス
ト
教
が

に

お

い

て
は
断
片
的
に
紹
介
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
総
合
的
な
評
価
や
分
　
　
　
主
張
す
る
神
秘
体
験
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
が
宗
教
多
元
主
義

析
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
ピ
ッ
ク
が
自
然
主
義
に
　
　
の
枠
組
み
の
中
で
議
論
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
が
わ
れ
わ
れ

対し
て
常
に
「
宗
教
」
を
擁
護
し
て
き
た
こ
と
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
　
　
に
及
ぼ
す
内
的
な
影
響
に
焦
点
を
お
き
、
そ
こ
か
ら
宗
教
多
元
主
義
を
問

い
の

であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
直
す
試
み
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
、
本
稿
で
は
ピ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
　
　
　
　
さ
ら
に
本
稿
で
は
、
ピ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
に
お
け
る
「
宗
教
経
験
」

神
秘
主義
の
観
点
か
ら
見
た
宗
教
多
元
主
義
－
東
ア
ジ
ア
の
文
化
的
背
景
を
中
心
に
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
二
七



一
二
八

論を
考
察
し
た
上
で
、
ピ
ッ
ク
の
議
論
が
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
多
元
的
な
状
　
　
や
個
人
に
と
っ
て
自
我
中
心
か
ら
の
解
放
と
し
て
意
義
あ
る
も
の
と
見
な

況ー
特
に
儒
教
と
の
関
係
を
念
頭
に
ー
に
お
い
て
如
何
に
有
効
性
　
　
す
の
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク
の
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
景
に
は
、
世
界
宗
教
は

を
持
つ
か
を
検
討
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
　
　
異
な
る
伝
統
に
お
い
て
独
自
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
形
成
し
て
き
た

ピ
ッ
ク
の
議
論
は
、
仏
教
と
の
比
較
を
通
し
て
主
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
　
　
こ
と
と
道
徳
的
に
高
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
が
存

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
統
的
な
文
化
の
基
盤
の
形
成
に
お
け
る
儒
教
の
影
　
　
在
す
る
。
さ
ら
に
ピ
ッ
ク
は
、
世
界
宗
教
が
自
ら
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

響
を
考
え
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
儒
教
思
想
と
の
比
較
は
重
要
な
論
　
　
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
に
着
目
し
、
人
間
の
「
生
」
と
そ
れ
に
伴
う
宗
教

点
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
な
生
き
方
の
意
義
を
「
宗
教
的
な
制
度
」
か
ら
見
つ
め
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人間
の
内
面
的
な
性
向
に
重
点
を
置
く
。
つ
ま
り
、
人
間
が
宗
教
的
な
生

＝
不
馨
元
義
仮
説
の
枠
組
み
　
　
　
舞
難
縫
鮭
欝
商
舜
齢
鹸
蘇
．
動
驕
罐

　ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
定
式
化
さ
れ
た
「
宗
教
多
元
　
　
8
昌
時
①
晋
窃
ω
8
図
①
巴
瞬
蔓
・
8
p
自
①
号
①
霧
）
」
が
行
わ
れ
、
個
人
の
宗
教
経

　
　
　
ハ
　
り

主
義
仮説
」
の
な
か
で
、
基
軸
時
代
以
後
の
世
界
宗
教
を
救
済
宗
教
と
し
　
　
験
（
そ
れ
に
基
づ
く
生
き
方
）
に
よ
っ
て
人
間
存
在
の
変
革
を
見
出
す
こ

て

位置
づ
け
、
自
己
意
識
を
変
革
ー
自
我
中
心
か
ら
実
在
中
心
へ
の
変
　
　
　
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

革1
さ
せ
る
要
因
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
ヒ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
　
　
　
　
こ
う
し
た
議
論
か
ら
、
ヒ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
に
お
い
て
、

わ

れ
わ

れ
が宗
教
的
な
生
に
お
い
て
成
就
す
る
自
我
中
心
性
か
ら
の
脱
却
　
　
「
宗
教
経
験
」
の
定
義
や
理
解
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
が
、
こ

は
、
各
自
が
属
し
て
い
る
宗
教
共
同
体
に
お
け
る
宗
教
的
な
生
に
参
与
す
　
　
　
ご
に
さ
ら
に
鮮
明
に
す
べ
き
課
題
ー
複
数
の
宗
教
が
存
在
す
る
こ
と

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
心
・
帰
依
な
ど
の
「
宗
教
経
験
」
を
通
し
て
成
り
　
　
に
よ
り
、
複
数
の
宗
教
経
験
が
社
会
共
同
体
や
個
人
に
及
ぼ
す
問
題
－

立
つも
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
存
在
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
述
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

　こ
の
点
で
、
ピ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
は
、
基
軸
時
代
以
後
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
を
提
示
し
て
以
後
も
、
さ
ら
に
、
新

の

世
界
宗
教
に

お
い
て

生
起
する
様
々
な
宗
教
的
な
経
験
に
対
し
て
、
そ
　
　
た
な
「
宗
教
経
験
」
に
関
す
る
議
論
を
幅
広
く
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ

れら
の
本
質
や
価
値
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
　
　
る
1
神
秘
主
義
か
ら
脳
神
経
科
学
の
領
域
ま
で
i
。
な
ぜ
な
ら
、
今

わ
ち
、
ピ
ッ
ク
は
自
分
の
経
験
か
ら
宗
教
を
機
能
的
な
側
面
に
お
い
て
捉
　
　
日
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
様
々
な
問
題
－
政
治
的
な
問
題
で
あ

え
、
世
界
宗
教
の
な
か
で
生
じ
る
宗
教
的
な
経
験
が
、
そ
の
宗
教
共
同
体
　
　
　
れ
、
も
し
く
は
経
済
的
な
問
題
で
あ
れ
、
そ
れ
が
人
間
に
よ
っ
て
生
み
出



さ
れ
た
問
題
で
あ
る
限
り
ー
の
根
本
的
な
原
因
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
　
　
　
で
あ
る
。

と
心
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
宗
教
経
験
の
問
題
も
こ
の
精
神
と
心
の
中
心
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
と
は
、
多
様
な
る
「
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

位置
し
て
い
る
と
見
な
す
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
験
」
が
合
理
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の際
に
用
い
ら
れ
る
の
が
「
意
味
（
日
o
餌
巳
昌
O
q
）
」
の
概
念
で
あ
る
。
こ
こ

二

「宗
教
多
元
主
養
説
」
と
「
宗
教
経
験
」
論
　
難
駅
灘
誤
①
翫
わ
鞭
愚
鴛
鵠
継
齢
襲
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　ピ
ッ
ク
は
、
『
宗
教
の
解
釈
』
（
卜
§
ぎ
紺
愚
越
ミ
誉
§
ミ
肉
恥
蓉
斜
　
　
（
凸
呂
o
ω
圃
け
圃
8
巴
目
Φ
§
営
α
q
V
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

HO
°
。
㊤
）

のな
か
で
、
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
に
つ
い
て
体
系
的
な
議
論
を
　
　
　
傾
向
的
な
意
味
と
は
、
経
験
が
有
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
を
可
能

展開
す
る
。
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
と
は
、
今
日
、
宗
教
が
複
数
あ
る
状
　
　
に
す
る
経
験
の
質
（
構
造
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
観
的
、
経
験
的
な
性
格

況を
、
自
然
科
学
的
な
方
法
論
を
参
照
し
つ
つ
、
仮
説
と
し
て
解
釈
す
る
　
　
を
有
し
て
お
り
、
あ
る
経
験
を
有
意
味
と
し
て
解
釈
す
る
主
体
（
経
験
者
）

試
み

であ
る
。
そ
の
仮
説
の
内
容
は
、
基
軸
時
代
以
後
の
世
界
宗
教
は
唯
　
　
　
の
側
に
お
い
て
、
そ
の
経
験
が
合
理
的
で
あ
る
と
示
す
こ
と
を
可
能
に
す

一
の

究
極的
実
在
（
日
げ
Φ
閃
Φ
巴
）
に
対
す
る
人
間
の
多
様
な
応
答
で
あ
る
　
　
る
。
ピ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
「
傾
向
的
な
意
味
」
概
念
が
、
「
意
識
的
な
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

と
見
な
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
体
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
特
徴
で
あ
る
」
と
見
な
す
。
傾
向
的
な
意
味

　ピ
ッ
ク
は
、
究
極
的
実
在
（
↓
げ
Φ
図
Φ
巴
）
を
、
「
そ
れ
自
体
言
葉
で
表
現
　
　
は
、
人
間
が
環
境
も
し
く
は
状
況
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
と
共
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

でき
な
い
（
ぎ
Φ
ゑ
田
巨
Φ
）
、
人
間
の
概
念
体
系
の
外
に
あ
る
」
も
の
と
し
て
　
　
れ
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
、
人
間
と
環
境
と
の
相
互
関
係
の

想
定す
る
。
そ
の
理
由
は
、
究
極
的
実
在
と
は
、
信
仰
の
対
象
で
は
な
く
、
　
　
な
か
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

理
論
構
成
の

ため
に
い
わ
ば
要
請
（
b
o
ω
9
置
け
①
）
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
　
　
　
　
た
と
え
ば
、
あ
る
対
象
に
対
し
て
そ
の
「
意
味
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ピ
ッ
ク
の
主
張
は
、
基
軸
時
代
以
後
の
世
界
宗
　
　
し
反
応
す
る
か
は
、
人
間
の
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
識
は

教は
究
極
的
実
在
を
各
自
の
伝
統
に
即
し
て
経
験
し
、
そ
れ
を
独
自
的
な
　
　
単
に
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
環
境
や
状
況
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に

方
法
（
神
話
）
で
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
似
上
の
よ
う
な
　
　
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヒ
⑳
ク
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
意

「宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
は
、
宇
宙
の
両
義
性
（
餌
日
ぼ
胆
圃
蔓
）
を
前
提
に
　
　
味
」
概
念
を
幾
つ
か
の
レ
ベ
ル
に
分
類
す
る
。

展開
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
宇
宙
の
両
義
性
の
議
論
か
ら
、
宇
宙
　
　
　
　
意
味
と
い
う
の
は
、
特
定
の
タ
イ
プ
の
応
答
を
適
切
な
も
の
と
す
る

を
宗
教
的
に
経
験
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
の
帰
結
が
導
か
れ
る
の
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
の
環
境
の
一
側
面
の
知
覚
さ
れ
た
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は

神
秘
主
義
の
観
点
か
ら
見
た
宗
教
多
元
主
義
－
東
ア
ジ
ア
の
文
化
的
背
景
を
中
心
に
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



＝
二
〇

　
　様
々
な
レ
ベ
ル
で
生
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
認
識
は
、
　
　
れ
が
、
宇
宙
に
お
け
る
対
象
を
ー
そ
れ
が
も
の
で
あ
れ
、
人
で
あ
れ
ー

　
　
わ

れ
わ

れ
が
行
為
する
基
盤
の
上
で
意
味
を
暫
定
的
な
仕
方
で
把
握
　
　
　
意
識
し
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
の
対
象
を
経
験
す
る
こ
と
、

　
　し

、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
認
知
的
な
仮
説
を
奮
し
た
り
、
　
　
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
な
か
で
の
証
拠
か
ら
そ
の
存
在
を
推
論
す

　
　
発
展さ
せ
た
り
、
も
し
く
は
論
破
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
信
仰
者
に
よ
る

　
以
上
の
ピ
ッ
ク
の
議
論
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
行
う
解
釈
は
環
境
に
よ
っ
　
　
「
神
認
識
」
と
は
経
験
の
証
拠
か
ら
存
在
を
推
論
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

て

左右
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
環
境
　
　
対
象
を
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
確
認
す
べ
き
点
は
、
信
仰
者
に
よ
る
「
神

の

影響
を
受
け
、
あ
る
い
は
環
境
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
、
「
何
々
と
し
て
経
　
　
認
識
」
は
、
物
質
や
社
会
的
な
環
境
の
意
識
を
停
止
す
る
も
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

験す
る
」
（
Φ
×
b
Φ
「
μ
Φ
昌
O
Φ
四
ω
～
）
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
エ
レ
ミ
ヤ
は
バ
　
　
　
こ
と
で
あ
る
。

ビ

ロ

ン

捕囚
の
歴
史
的
出
来
事
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
神
の
審
判
と
し
　
　
　
　
こ
う
し
た
ピ
ッ
ク
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
属
し
て
い
る
環
境

て

経
験し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
宗
教
的
な
信
仰
（
H
Φ
団
ぴ
q
｛
O
口
ω
断
O
同
色
匪
）
と
は
、
　
　
の
影
響
に
よ
っ
て
神
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
で
宗
教
言
語

こ
う
し
た
経
験
、
エ
レ
ミ
ヤ
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
に
お
い
て
、
作
用
　
　
が
認
知
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
者
の
「
神
認
識
」
は

し
て
い
る
自
発
的
な
解
釈
要
素
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
宗
教
経
験
　
　
信
仰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ッ
ク
は
有
神
論
に
お
け
る
「
神
認
識
」

は
信
仰
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
の
仕
組
み
が
複
数
の
宗
教
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

三・
・
ク
に
お
け
・
「
宗
教
経
験
」
と
は
何
か
　
　
何
讐
翻
莚
鰐
稼
選
妻
郵
塾
臨
備
灘

　こ
れ
ま
で
、
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
宗
教
経
　
　
え
ば
「
神
」
概
念
よ
り
も
、
も
っ
と
も
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
究
極
的
実

験
」
の
問
題
を
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
め
ピ
ッ
ク
の
議
論
は
ピ
ッ
ク
　
　
在
（
↓
ゴ
①
切
①
9
。
一
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
伝
統
に
お
い
て
信
仰
対
象
と
し

思
想
の出
発
点
と
も
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
ピ
ッ
ク
は
自
分
自
身
の
　
　
て
多
様
に
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

処
女作
で
あ
る
『
信
仰
と
知
識
』
（
隷
ミ
N
§
駄
さ
§
貯
醤
H
㊤
α
『
）
で
　
　
　
こ
の
よ
う
な
「
宗
教
経
験
」
の
議
論
が
ピ
ッ
ク
の
宗
教
思
想
の
出
発
点

宗
教
経
験
は
「
何
々
と
し
て
経
験
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
か
　
　
で
あ
り
、
ピ
ッ
ク
が
擁
護
す
る
批
判
的
実
在
論
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
の
で

ら
で
あ
る
。
勿
論
、
当
時
の
ピ
ッ
ク
の
関
心
事
は
有
神
論
者
が
「
神
」
を
　
　
　
あ
る
。
さ
ら
に
最
近
の
ピ
ッ
ク
は
、
宗
教
経
験
を
「
解
釈
」
と
「
ス
ピ
リ

如何
な
る
方
法
で
認
識
す
る
か
で
あ
っ
た
。
ピ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
　
　
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
用
い
て
議
論
を
行
う
が
、
そ
の



　
　

理由
は
、
宗
教
経
験
が
人
間
に
と
っ
て
特
有
の
経
験
の
あ
り
方
で
あ
り
、
　
　
　
ク
が
論
じ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
今
日
、
世
界
的
に
流
行
し
て

　
　
そ
れ
を
記
述
す
る
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
概
念
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
　
　
　
い
る
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
（
新
霊
性
運
動
）
な
ど
を
意
味
す
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ロ

・

　
　
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ー
も
ち
ろ
ん
、
ピ
ッ
ク
は
最
近
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る

　
　
　

た
と
え
ば
、
ピ
ッ
ク
は
、
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
宗
教
と
科
学
　
　
　
動
向
を
十
分
に
意
識
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
ー
、
「
宗
教
の
内
的
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
　

の新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
（
§
恥
さ
ミ
ぎ
ミ
ミ
旦
沁
恥
蓉
蕊
§
駄
　
　
向
、
つ
ま
り
、
超
越
に
対
す
る
個
人
の
応
答
を
意
味
す
る
」
と
い
う
も
の

　
　
縛
艦
§
q
恥
）
の
な
か
で
「
宗
教
経
験
」
の
問
題
を
幅
広
く
扱
っ
て
い
る
ー
　
　
　
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
軸
時
代
以
後
の
世
界
宗
教
か
ら
、
こ
れ
ま
で
報

　
　

宗
教と
科
学
（
自
然
主
義
）
の
問
題
を
念
頭
に
お
き
、
宗
教
経
験
と
脳
神
　
　
告
さ
れ
た
「
神
秘
体
験
H
神
秘
主
義
」
を
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て

　
　

経
科
学
の問
題
な
ど
ー
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

注目
す
べ
き
点
は
、
こ
れ
ま
で
ピ
ッ
ク
が
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
な
　
　
　
こ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ピ
ッ
ク
は
「
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

　
　
ど
で
、
主
に
使
用
し
て
き
た
「
信
仰
」
と
い
う
概
念
の
代
わ
り
に
「
ス
ピ
　
　
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
の
前

　
　
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
の
概
念
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ピ
ッ
ク
が
使
　
　
提
か
ら
、
「
宗
教
経
験
」
は
、
宗
教
的
な
概
念
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
　
う
「
信
仰
」
の
概
念
は
、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
カ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
　
　
（
冨
四
σ
q
Φ
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
意
識
の
変
化
で
あ
る
と
規
定
す
る
。

　
　

（
霜
出
坤
①
α
0
餌
昌
薯
①
目
一
ω
日
同
臣
）
の
議
論
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ス
　
　
　
ピ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
宗
教
的
な
概
念
や
表
象
に
よ
っ
て
生
起
す
る
「
宗

　
　
ミ
ス
は
、
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
の
代
わ
り
に
、
「
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
」
と
　
　
教
経
験
」
に
は
、
物
的
で
外
的
な
環
境
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
場
合

　
　

「
信仰
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
「
宗
教
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
　
　
　
　
と
人
間
自
身
に
よ
っ
て
内
的
に
生
み
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
通
常
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
　
　
ス
ミ
ス
が
主
張
す
る
蓄
積
さ
れ
た
伝
統
は
宗
教
の
外
的
性
向
を
、
信
仰
　
　
宗
教
経
験
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
と
思
考
は
同
時
に
進
行
す
る
。
つ
ま

　
　
は
宗
教
の
内
的
性
向
を
表
す
概
念
で
あ
る
が
、
ピ
ッ
ク
は
「
信
仰
」
が
宗
　
　
　
り
、
「
宗
教
経
験
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
属
し
て
い
る
環
境
に
規
定
さ
れ
て

　
　

教
の内
的
性
向
を
表
す
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
　
　
事
実
と
し
て
生
起
す
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
内
在
的
な

　
　
る
。
そ
の
理
由
は
、
信
仰
と
い
う
概
念
が
有
神
論
的
な
伝
統
に
強
く
属
す
　
　
要
因
に
も
深
く
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
複
数
の
宗
教
　
　
　
以
上
の
議
論
に
続
い
て
、
ピ
ッ
ク
は
「
宗
教
経
験
」
（
神
秘
主
義
・
ス
ピ

　
　
と
「
宗
教
経
験
」
の
問
題
を
説
明
す
る
に
は
、
信
仰
よ
り
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
．
　
　
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）
と
し
て
、
次
の
四
つ
の
形
態
を
あ
げ
る
。

　
　
リ
テ
ィ
の
概
念
が
相
応
し
い
と
の
考
え
が
存
在
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）
　
自
然
世
界
の
あ
る
側
面
や
そ
の
全
体
を
特
別
な
方
法
で
経
験
す
る

　
　
　

では
、
ピ
ッ
ク
に
よ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
定
義
は
何
か
。
ヒ
ッ
　
　
　
　
こ
と
（
世
界
の
変
容
）

神
秘
主
義
の
観
点
か
ら
見
た
宗
教
多
元
主
義
ー
東
ア
ジ
ア
の
文
化
的
背
景
を
中
心
に
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
＝



＝
一
三

（”

U
）
神
や
天
使
な
ど
に
関
す
る
現
前
の
感
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
教
的
視
覚
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
≦
ω
園
o
口
）
と
聴
覚
的
感
性
（
窪
臼
臨
8
ω
）
の

（
．

－
）
内
的
あ
る
い
は
外
的
な
宗
教
的
視
覚
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
く
同
ω
δ
昌
）
と
　
　
問
題
は
、
有
神
論
的
な
伝
統
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
伝
統

　
　
聴
覚的
感
性
（
9
0
¢
α
凶
叶
凶
O
昌
ω
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
宗
教
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
熱
狂
的
な
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
人
に

（－
）
各
自
の
偉
大
な
伝
統
の
中
で
神
秘
的
な
も
の
と
し
て
報
告
さ
れ
　
　
も
起
こ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
宗
教
の
内
的
な
性
向
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
り

　
　た
、
神
や
究
極
的
存
在
と
の
合
一
の
経
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
宗
教
的
制
度
（
宗
教
の
外
的
性
向
）
と
の
関

　こ
こ
で
は
、
神
や
天
使
な
ど
の
存
在
に
関
す
る
現
前
の
感
覚
と
、
内
的
　
　
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
ピ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
制
度
と

あ
る
い
は
外
的
な
宗
教
的
な
視
覚
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
＜
　
o
o
目
O
口
）
と
聴
覚
的
感
　
　
　
は
本
来
、
社
会
的
な
存
在
に
と
っ
て
不
可
避
的
な
も
の
で
あ
り
、
ス
ピ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

性
（
⇔
口
鼻
凶
o
口
）
に
つ
い
て
、
ピ
ッ
ク
の
説
明
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ま
　
　
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
宗
教
的
な
制
度
は
相
互
依
存
的
な
関
係
に
あ
る
。

ず
「
現
前
の
感
覚
」
で
あ
る
が
、
「
多
く
の
一
般
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
教
　
　
し
か
し
、
ピ
ッ
ク
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
対
し
て
、
宗
教
的
な

会
、
個
人
的
な
祈
り
や
献
身
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
、
自
分
が
目
に
見
え
　
　
制
度
を
二
次
的
な
も
の
と
見
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

な
い
神
の
現
前
の
内
に
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と
語
る
」
。
　
　
　
　
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
生
活
は
、
聖
典
や
過
去
に
蓄
積
さ
れ
た
知
恵
を

つま
り
、
神
（
実
在
）
が
、
私
の
周
り
の
ど
こ
か
に
存
在
し
、
私
に
影
響
　
　
　
　
保
持
す
る
た
め
の
宗
教
的
制
度
（
邑
凶
o
Q
団
o
ロ
ω
営
ω
け
ぎ
け
δ
口
ω
）
に
依
存

を
及
ぼ
す
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
す
る
報
告
は
ー
そ
れ
が
真
　
　
　
　
し
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
諸
世
代
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
祈

か偽
か
は
別
と
し
て
1
多
様
で
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
の
「
現
前
の
感
　
　
　
　
り
と
瞑
想
の
方
法
や
、
同
じ
考
え
方
を
持
っ
た
人
々
の
間
に
お
け
る

覚
」
は
、
神
秘
主
義
的
経
験
の
特
徴
と
言
い
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
次
　
　
　
　
相
互
の
交
流
や
く
つ
ろ
い
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す

は
「
視
覚
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
聴
覚
的
感
性
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
現
　
　
　
　
る
。
…
…
し
か
し
、
究
極
的
な
も
の
に
対
す
る
個
人
の
変
革
的
な
応

前
の
感
覚
」
が
具
体
的
な
視
覚
や
聴
覚
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
　
　
　
　
答
で
あ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
生
活
こ
そ
が
、
宗
教
の
生
き
た
核
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

のと
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
に
、
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
ヴ
ィ
　
　
　
　
な
の
で
あ
る
。

ジ
ョ

ン

に

お

い

て
は
、
中
世
の
美
術
作
品
の
よ
う
な
伝
統
的
な
芸
術
に
　
　
　
す
な
わ
ち
、
ピ
ッ
ク
は
宗
教
的
制
度
に
対
す
る
個
人
の
内
的
ス
ピ
リ

よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
や
、
あ
る
い
は
現
代
の
映
画
に
よ
っ
て
提
　
　
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
、
宗
教
経
験
の
優
位
が
強
調
さ
れ
る
と
き
、
一
般
的

供さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
る
。
幻
覚
や
幻
聴
の
よ
う
な
も
の
も
、
　
　
　
な
宗
教
理
解
と
は
異
な
る
新
た
な
見
解
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
論

こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
言
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
西
洋
的
な
宗
教
理
解
の
中
心
を
占
め
て
き

　
注目
す
べ
き
点
は
、
現
前
の
感
覚
、
あ
る
い
は
内
的
あ
る
い
は
外
的
な
　
　
た
宗
教
の
外
的
な
性
向
（
宗
教
的
制
度
）
は
、
「
歴
史
的
な
記
録
を
保
存



し
、
共
同
体
的
な
象
徴
や
儀
式
を
生
み
出
す
と
い
う
重
要
な
機
能
を
有
し
　
　
　
る
人
に
と
っ
て
、
「
宗
教
経
験
」
は
単
に
経
験
者
自
身
の
思
い
込
み
（
幻

　
　
ハ
ロ
リ

て

いる
」
の
は
認
め
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
の
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
　
　
聴
・
幻
覚
）
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
ヒ
ッ

によ
っ
て
排
他
的
な
思
想
が
生
み
出
さ
れ
た
と
ピ
ッ
ク
は
見
な
す
の
で
あ
　
　
　
ク
は
、
批
判
的
な
確
信
（
O
同
同
口
O
O
一
け
「
口
ω
什
）
の
原
理
に
よ
っ
て
合
理
的
な
妥

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
宗
教
経
験
」
を
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
理
　
　
当
性
が
付
与
で
き
る
と
考
え
る
。

解
す
る
な
ら
ば
、
異
な
る
伝
統
に
お
い
て
も
、
お
互
い
に
霊
的
な
作
用
　
　
　
ま
ず
、
「
批
判
的
な
確
信
の
原
理
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
明
確
に
反
対

（ω嘗
噌
ぎ
9
＝
巳
ロ
9
8
）
の
空
間
は
重
な
り
合
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
　
　
　
す
る
理
由
が
な
い
限
り
、
経
験
を
合
理
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ

排
他性
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
そ
れ
が
真
の
宗
教
多
元
主
義
　
　
　
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
批
判
的
な
確
信
」
が

であ
る
と
ピ
ッ
ク
は
主
張
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
け
れ
ば
、
人
間
は
日
常
生
活
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ピ
ッ
ク
は
こ

　
つま
り
、
ピ
ッ
ク
の
主
張
の
要
点
は
複
数
の
宗
教
が
存
在
す
る
状
況
に
　
　
の
「
批
判
的
な
確
信
」
の
概
念
を
「
宗
教
経
験
」
に
適
用
す
る
。
そ
の
理

お

い
て
、
宗
教
を
「
宗
教
経
験
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
し
て
理
解
　
　
由
は
、
知
覚
経
験
と
同
じ
よ
う
に
宗
教
経
験
を
も
真
の
経
験
と
見
な
す
か

する
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
宗
教
共
同
体
が
お
互
い
に
排
他
的
な
対
立
　
　
　
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
知
覚
経
験
は
普
遍
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宗
教

を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
験
は
異
な
る
宗
教
文
化
圏
に
お
い
て
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題

　し
か
し
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
の
「
宗
教
経
験
」
が
、
真
の
　
　
に
つ
い
て
ピ
ッ
ク
は
、
宇
宙
の
両
義
性
に
よ
る
宗
教
的
な
理
解
が
、
わ
れ

経
験－
究
極
的
な
も
の
に
対
す
る
個
人
の
変
革
的
な
応
答
ー
で
あ
　
　
わ
れ
に
認
知
的
な
自
由
を
与
え
、
宗
教
経
験
に
批
判
的
な
確
信
を
与
え
る

る
の
か
に
つ
い
て
、
如
何
に
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
1
薬
物
に
よ
る
　
　
　
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
論
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り

意
識
の

変
容も
宗
教
経
験
と
類
似
し
て
い
る
ー
。
ピ
ッ
ク
は
、
聖
テ
レ
ジ
　
　
　
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
ピ
ッ
ク
の
「
宗
教
経
験
」
論
を
検
討
し
て
き
た
。

ア
（
↓
Φ
『
①
ω
餌
O
h
曽
凶
鋤
）
の
例
を
取
り
上
げ
、
「
中
心
と
な
る
基
準
は
経
　
　
ピ
ッ
ク
が
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
の
中
で
展
開
し
て
き
た
ス
ピ
リ
チ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

験者
に
起
こ
る
長
期
的
な
変
化
し
か
な
い
」
と
論
じ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ
テ
ィ
の
概
念
の
導
入
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
で
も
「
神
秘
主

　
す
なわ
ち
、
「
宗
教
経
験
」
に
お
け
る
真
・
偽
の
問
題
は
、
経
験
内
容
そ
　
　
義
や
神
秘
体
験
」
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、

のも
の
で
は
な
く
、
人
々
に
観
察
可
能
な
経
験
し
た
人
の
行
動
か
ら
判
断
　
　
確
か
に
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
を
鮮
朋
に
説
明
す
る
に
は
有
効
で
あ
る

する
し
か
な
い
。
し
か
し
以
上
の
判
断
基
準
は
、
「
宗
教
経
験
」
の
問
題
が
　
　
　
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ピ
ッ
ク
の
議
論
を
東
ア
ジ
ア
に
お
け

社
会に
及
ぼ
す
影
響
力
を
考
え
る
と
、
さ
ら
に
合
理
的
な
妥
当
性
へ
と
展
　
　
　
る
儒
教
伝
統
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
宇
宙
を
自
然
主
義
的
に
解
釈
す

神
秘
主
義
の
観
点
か
ら
見
た
宗
教
多
元
主
義
ー
東
ア
ジ
ア
の
文
化
的
背
景
を
中
心
に
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一
二



＝
二
四

四

儒
教
に

お

け
・
神
秘
嚢
　
　
　
　
韓
翻
購
礒
縢
臨
襲
さ
難
郵
翻
離
欝

　ピ
ッ
ク
は
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
に
お
い
て
、
究
極
的
な
実
在
（
目
ゴ
Φ
　
　
　
　
え
、
公
的
な
礼
拝
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
的
な
シ
ス
テ
ム
な
ど
を
意
味
す

国
①
巴
）
が
有
神
論
的
な
伝
統
に
お
い
て
は
人
格
的
に
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
的
　
　
　
　
る
な
ら
ば
、
現
代
以
前
の
儒
教
は
こ
の
よ
う
な
特
質
を
持
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

な

伝統
に
お
い
て
は
非
人
格
的
に
経
験
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ー
い
く
つ
か
を
除
い
て
1
言
え
る
。

　こ
う
し
た
非
人
格
的
な
概
念
と
そ
れ
に
伴
う
経
験
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
　
　
　
こ
う
し
た
チ
ン
の
主
張
は
、
儒
教
は
天
や
先
祖
に
対
し
て
公
式
的
な
儀

の

表
れ
であ
る
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
宇
宙
の
最
後
の
原
理
と
し
て
　
式
（
b
広
げ
出
O
O
口
一
け
）
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
教
義
と
道
徳
的
な

ブ
ラ
フ
マ
ン
や
実
体
の
な
い
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
の
シ
ュ
ー
ニ
ヤ
タ
　
　
教
え
が
「
仁
」
に
よ
っ
て
同
一
性
が
与
え
ら
れ
た
と
評
価
す
る
こ
と
に
基

（ω巨
旨
冨
、
空
）
な
ど
は
、
霊
的
な
力
の
場
ー
究
極
的
な
意
味
の
喜
び
　
　
つ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
仁
の
徳
（
く
凶
冨
口
Φ
）
は
、
そ
れ
自
体
が
宇

を
与
え
る
力
1
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ッ
　
．
　
宙
的
な
生
の
力
と
同
一
視
さ
れ
な
が
ら
、
中
国
の
中
世
時
代
（
宋
と
明
）

ク
は
仏
教
や
道
教
な
ど
を
例
に
あ
げ
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
経
験
が
成
り
　
　
　
の
間
に
形
而
上
学
、
あ
る
い
は
宇
宙
的
な
次
元
（
o
o
ω
自
o
島
ヨ
Φ
昌
匹
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
け

立
つ
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
ピ
ッ
ク
の
狙
い
は
　
　
と
し
て
与
え
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
確
認
す
べ
き
点
は
、
儒
教
に
お
け
る

各自
の
伝
統
に
お
け
る
独
自
な
体
験
、
い
わ
ば
究
極
的
実
在
に
対
す
る
神
　
　
　
「
神
」
や
「
絶
対
者
」
の
概
念
で
あ
る
。
ま
ず
、
古
典
的
な
儒
教
で
は
「
神
」

秘
的な
体
験
が
、
共
通
の
霊
的
な
場
を
形
成
し
、
そ
れ
が
自
我
中
心
か
ら
　
　
　
に
関
す
る
否
定
と
肯
定
が
両
立
す
る
も
の
の
、
「
神
」
の
存
在
に
関
す
る
証

の

脱却
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ピ
ッ
ク
は
ア
ジ
　
　
　
明
な
ど
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
古
典
的
な
儒
教
で
は
信
仰

ア
を
代
表
す
る
宗
教
と
し
て
仏
教
、
道
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
中
心
に
考
　
　
対
象
と
し
て
の
証
拠
は
あ
る
も
の
の
、
「
神
」
の
属
性
や
本
質
に
関
す
る
哲

察を
行
っ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
儒
教
を
中
心
に
ピ
ッ
ク
の
議
論
の
有
効
　
　
　
学
的
な
省
察
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
歴
史
に
お
け
る
「
神
」
の
行
為
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

性を
検
討
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
神
」
の
意
志
を
知
る
こ
と
に
そ
の
重
点
を
置
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

　ま
ず
、
比
較
宗
教
学
の
観
点
か
ら
「
儒
教
」
を
取
り
上
げ
る
場
合
、
「
儒
　
　
儒
教
に
お
け
る
「
神
」
観
念
は
、
後
期
の
儒
教
に
お
い
て
変
貌
す
る
。

教
」
が
宗
教
か
ど
う
か
の
議
論
を
は
じ
め
と
し
た
幾
つ
か
の
確
認
を
要
す
　
　
　
　
特
に
、
漢
王
朝
に
お
け
る
後
期
儒
教
の
発
展
は
、
陰
陽
学
派
か
ら
の

る
問
題
が
あ
る
。
ジ
ュ
リ
ア
・
チ
ン
（
｝
巳
冨
O
ぼ
昌
α
q
）
は
儒
教
の
宗
教
性
　
　
　
　
影
響
に
よ
っ
て
、
折
衷
主
義
的
な
結
果
を
見
せ
る
。
…
…
　
天
と
地

に

つ
い
て

次
のよ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
関
す
る
言
及
が
増
え
つ
つ
、
超
越
よ
り
内
在
を
強
調
す
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
ロ

　
　も
し
、
宗
教
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
よ
う
に
、
典
型
的
な
　
　
　
　
な
っ
た
。



　
後
期
の

儒
教

（新
儒教
）
は
絶
対
者
の
概
念
が
主
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
　
　
　
ン
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

にな
っ
た
。
そ
し
て
、
絶
対
者
と
は
、
仏
教
と
道
教
の
概
念
が
混
入
さ
れ
、
　
　
　
　
実
際
に
す
べ
て
の
宗
教
に
お
い
て
、
偉
大
な
神
秘
主
義
家
た
ち
は
待

絶
対的
な
存
在
（
げ
①
ぎ
α
q
）
で
は
な
く
生
成
（
げ
Φ
8
巳
昌
α
q
）
の
形
態
を
取
り
、
　
　
　
　
機
、
落
胆
、
そ
し
て
喜
び
と
い
う
神
秘
体
験
を
す
る
共
通
点
を
持
っ

他者
（
些
Φ
o
穿
興
）
よ
り
自
己
（
ω
Φ
5
に
そ
の
重
点
を
置
く
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
て
い
る
。
彼
ら
が
神
秘
的
な
体
験
に
つ
い
て
行
う
厳
密
な
神
学
的
な

こ
の
よ
う
な
変
貌
に
よ
っ
て
、
新
儒
教
は
現
実
主
義
と
し
て
受
け
入
れ
や
　
　
　
　
解
釈
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
共
通
の
出
会
い
の
場
（
o
o
日
日
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ね

すく
な
っ
た
が
、
チ
ン
に
よ
る
と
新
儒
教
の
絶
対
者
は
中
世
の
マ
イ
ス
　
　
　
　
日
Φ
Φ
件
ぎ
α
q
鴨
o
§
α
）
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
竃
Φ
圃
ω
け
Φ
H
国
O
穿
四
村
け
）
や
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
　
　
　
特
に
儒
教
の
神
秘
主
義
が
内
在
を
重
視
し
、
そ
の
内
在
か
ら
超
越
に
達

ル
ダ
ン

（↓
Φ
畔
費
α
α
o
O
げ
胃
島
づ
）
の
「
神
」
理
解
と
類
似
し
て
い
る
と
　
　
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
「
生
」
と
そ
れ
に
伴
う
宗
教
的

　
　
　
　
　
ロ

指
摘
する
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
生
き
方
の
意
義
を
「
宗
教
的
な
制
度
」
か
ら
見
つ
め
る
の
で
は
な
く
、

　
では
、
儒
教
に
お
け
る
神
秘
主
義
は
如
何
な
る
も
の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
人
間
の
内
面
的
な
性
向
に
重
点
を
置
く
ヒ
ッ
ク
の
考
え
と
類
似
し
て
い

　
　
儒
教
の神
秘
主
義
は
、
内
面
と
外
面
に
お
け
る
行
動
（
①
O
氏
O
昌
）
と
瞑
　
　
る
。
こ
の
点
で
、
ピ
ッ
ク
の
議
論
は
儒
教
に
お
い
て
も
一
定
の
有
効
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
リ

　
　
想

（o
o9
Φ
日
覧
曽
け
δ
昌
）
を
一
体
化
す
る
方
法
を
人
間
に
与
え
る
。
　
　
　
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

　こ
の
よ
う
に
儒
教
に
お
い
て
、
人
間
の
外
的
行
為
は
自
身
の
内
的
態
度
　
　
　
勿
論
、
儒
教
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
国
に
よ
っ
て
時
代
に
よ
っ
て
、

の

表現
、
あ
る
い
は
意
志
の
根
本
的
な
表
現
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
　
　
そ
の
状
況
は
多
様
で
あ
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
チ
ン
の
分
析
は
主
に
中
国

教
の神
秘
主
義
は
、
世
界
の
中
の
原
理
－
鳥
が
空
を
飛
ぶ
、
魚
が
水
の
　
　
儒
教
が
対
象
で
あ
っ
た
が
、
日
本
や
韓
国
に
関
し
て
は
さ
ら
な
る
考
察
が

中
を
泳
ぐ
、
人
間
は
善
な
る
も
の
を
好
む
な
ど
ー
の
意
味
を
教
え
て
く
　
　
必
要
で
あ
ろ
う
。

れる
。
そ
れ
は
、
人
間
、
天
、
地
、
す
べ
て
の
も
の
は
ひ
と
つ
に
な
る
と

駒
醗
劒
賑
韓
舞
誌
都
窮
ピ
鐵
獣
繋
ボ
　
結
び
に
か
え
て

と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ま
で
ピ
ッ
ク
の
宗
教
経
験
論
を
検
討
し
て
き
た
。
ピ
ッ
ク
は
有
神

　こ
の
よ
う
な
儒
教
の
神
秘
主
義
と
、
神
秘
主
義
の
観
点
か
ら
宗
教
多
元
　
　
論
的
な
伝
統
に
お
け
る
「
神
認
識
」
の
問
題
か
ら
、
宗
教
多
元
主
義
、
そ

主義
を
神
や
実
在
の
前
で
の
全
人
類
の
究
極
的
な
一
致
と
し
て
理
解
し
よ
　
　
　
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
で
幅
広
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が

う
と
す
る
ヒ
ッ
ク
の
試
み
は
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
チ
　
　
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
、
ヒ
ッ
ク
の
議
論
が
儒
教
の
な
か
で
も
有
効
性
を

神
秘
主
義
の

観
点
から
見
た
宗
教
多
元
主
義
－
東
ア
ジ
ア
の
文
化
的
背
景
を
中
心
に
（
方
）
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
＝
二
五



＝
二
六

持
つ
こ
と
は
、
不
十
分
で
あ
り
な
が
ら
あ
る
程
度
確
認
で
き
た
と
思
わ
れ
　
　
　
（
3
）
　
旨
o
ぎ
田
o
ぎ
ト
§
冒
譜
愚
ミ
ミ
誉
§
ミ
沁
鳴
憂
§
、
寒
噛
§
謡

る
。
も
ち
ろ
ん
、
未
だ
ピ
ッ
ク
の
議
論
に
も
閲
明
す
べ
き
問
題
は
残
っ
て
　
　
　
　
肉
愚
§
切
8
♂
ミ
恥
ぎ
謡
恕
§
§
鳶
留
q
o
謡
職
寒
§
§
（
勺
巴
鵯
o
＜
Φ

いる
。
そ
も
そ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
ピ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
仮
　
　
　
　
窓
蝉
o
日
田
9
炉
b
。
O
忌
）
噌
×
冥
゜

説
が
い
か
な
る
意
味
で
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
検
討
が
必
要
で
　
　
（
4
）
　
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
宇
宙
は
宗
教
的
、
あ
る
い
は
自
然
主
義
的

あ
る
。
そ
し
て
、
ピ
ッ
ク
の
仮
説
の
中
心
に
置
か
れ
た
批
判
的
な
実
在
論
　
　
　
　
と
い
う
二
つ
の
対
立
的
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
来
た
。
ピ
ッ
ク
に
よ

に

つ
い
て
、
特
に
批
判
的
な
実
在
論
に
お
け
る
究
極
的
実
在
の
問
題
も
鮮
　
　
　
　
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
理
解
の
仕
方
は
論
理
的
に
相
互
に
論
駁
不
可
能

明
に

する
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
主
義
的
な
宇
宙
の
理
解
が
合
理
性
を
有
す

　し
か
し
、
ピ
ッ
ク
の
議
論
に
よ
っ
て
各
宗
教
の
対
話
可
能
な
場
が
開
か
　
　
　
　
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
的
な
理
解
に
も
同
様
な
仕
方
で
合
理
性
を
主
張

れた
こ
と
は
正
当
に
評
価
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
ピ
ッ
ク
の
議
論
が
宗
教
の
　
　
　
　
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

多
元
的
状
況
に
対
し
て
如
何
な
る
仕
方
で
応
用
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
　
　
　
（
5
）
H
ぼ
野
や
§
り
゜

は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
守
凶
匹
‘
，
H
ω
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
（
7
）
　
ピ
ッ
ク
は
、
意
味
世
界
を
「
物
的
」
「
美
的
・
倫
理
的
」
「
宗
教
的
」

　
　
　
　
　
　

註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
に
分
け
る
。
重
要
な
の
は
、
人
間
の
経
験
を
構
成
す
る
意
味
世
界
が
、

（1
）
　
本
来
は
、
覧
霞
巴
凶
ω
伴
団
o
ξ
b
o
夢
Φ
ω
δ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
　
　
　
　
物
的
な
意
味
を
基
盤
と
し
て
、
美
的
・
倫
理
的
な
世
界
、
そ
し
て
宗

　
　
意
味内
容
か
ら
判
断
し
て
「
宗
教
多
元
主
義
仮
説
」
と
表
記
す
る
。
　
　
　
　
教
的
な
意
味
へ
と
階
層
的
な
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ

（2
）
　
こ
う
し
た
ピ
ッ
ク
の
研
究
、
特
に
ヒ
ッ
ク
の
「
実
在
論
」
を
巡
る
　
　
　
　
る
。

　
　
議
論
は稲
垣
久
和
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
稲
垣
久
和
は
、
ヒ
ッ
　
　
（
8
）
H
び
準
も
」
°
。
b
。
°

　
　ク
が
、
王
張
す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
、
ポ
パ
ー
の
三
世
界
論
を
　
　
　
（
9
）
　
『
o
巨
田
o
ぎ
隷
慧
§
職
§
o
ミ
慰
愈
螂
O
o
導
①
＝
q
三
く
㊤
ω
同
蔓
u

　
　
修
正し
四
世
界
論
的
に
解
釈
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
稲
垣
久
和
の
分
　
　
　
　
H
㊤
O
①
も
匿
⑩
9
の
内
容
を
整
理
。

　
　
析を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ピ
ッ
ク
の
議
論
を
よ
　
　
（
1
0
）
　
ピ
ッ
ク
は
、
神
や
実
在
の
前
で
の
全
人
類
の
究
極
的
な
一
致
、
人

　
　り
文
化
や
伝
統
に
属
し
て
分
析
を
行
う
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
稲
垣
　
　
　
　
間
の
漸
進
的
な
自
己
完
成
な
ど
が
真
の
生
命
で
あ
る
と
述
べ
て
い

　
　
久
和

『宗

教
と
公
共
哲
学
ー
生
活
世
界
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
　
　
　
　
る
。
ジ
ョ
ン
・
ピ
ッ
ク
、
間
瀬
啓
允
、
渡
部
信
訳
『
も
う
ひ
と
つ
の

　
　
テ
ィ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
六
八
－
八
一
頁
を
参
照
。
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
i
多
元
主
義
的
宗
教
理
解
』
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団



　
　出
版
局
、
一
九
八
九
年
、
二
四
〇
頁
の
内
容
を
整
理
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
ピ
ッ
ク
に
よ
る
と
薬
物
使
用
の
場
合
、
使
用
者
の
精
神
状
況
や
使

（1
1
）
『
o
｝
5
出
凶
o
ぎ
幽
§
恥
さ
ミ
㌔
ざ
蕊
譜
、
ミ
肉
鳴
蒔
脳
§
§
駄
9
帖
・
　
　
　
　
用
す
る
薬
物
に
よ
っ
て
経
験
の
性
格
が
決
ま
る
と
い
う
。
臼
o
匿

　
　§
ミ
ー
肉
恥
蒔
ご
器
魯
恥
嵐
§
ら
魯
〉
§
§
的
竃
§
ミ
§
賊
§
恥
ぎ
遷
－
　
　
　
　
国
8
ぎ
§
恥
曇
b
鮎
§
§
物
ご
§
や
H
O
。
。
°
を
参
考
。

　　
逡
§
§
ミ
」
（
℃
巴
゜
q
轟
く
①
寓
9
。
巳
ま
麟
b
。
O
O
①
）
も
」
㎝
゜
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
H
ぼ
ロ
こ
H
O
S
を
参
考
。

（1
2
）
　
冒
幽
α
‘
P
留
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
冒
ゴ
国
｛
o
F
ト
ミ
§
措
壱
越
ミ
§
§
駄
肉
恥
蒔
習
§
鳴
O
』
『
Q
。
l
b
。
㊤
9

（1
3
）
同
ぼ
9
も
』
8
ピ
ッ
ク
は
、
神
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
、
　
　
　
　
　
ピ
ッ
ク
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
、
シ
ュ
ー
ニ
ヤ
タ
な
ど

　
　
天使
、
奇
跡
…
…
な
ど
を
宗
教
的
概
念
と
し
て
捉
え
、
キ
リ
ス
ト
の
　
　
　
　
を
例
に
あ
げ
て
い
る
。

　
　像
、
処
女
マ
リ
ア
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
…
…
な
ど
は
宗
教
的
な
表
象
と
し
　
　
　
（
2
3
）
　
｝
巳
冨
　
0
匡
昌
ぴ
q
り
G
o
§
賦
§
詠
§
　
貸
蕊
織
　
O
隷
註
゜
。
蹴
§
昌
　
－

　　
て
捉
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
G
o
§
匙
ミ
職
ミ
⑦
ミ
魯
“
日
o
貯
団
P
乞
o
≦
団
o
「
貯
円
o
α
餌
5
ω
ゴ
四
H
暮
Φ
学

（1
4
）
H
ぼ
野
や
b
。
刈
゜
こ
の
外
的
と
内
的
の
同
時
進
行
、
相
関
性
は
、
先
の
　
　
　
　
爵
鉱
。
昌
巴
口
O
刈
メ
娼
゜
㊤
゜

　
　
傾
向
的
な
意
味
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
守
凶
山
゜
も
゜
り
゜

（1
5
）
守
準
も
』
り
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
H
ぼ
F
b
」
b
。
9
チ
ン
は
、
儒
教
伝
統
に
お
け
る
神
概
念
は
有
神
論

（1
6
）
　
ピ
ッ
ク
は
、
四
つ
の
「
宗
教
経
験
」
の
な
か
で
、
（
i
）
の
形
態
は
　
　
　
　
的
あ
る
い
は
不
可
知
論
的
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
　
有
神
論
的
な
経
験
の
形
態
と
し
て
、
（
V
，
－
）
の
形
態
は
文
字
通
り
の
合
　
　
　
（
2
6
）
　
H
ぼ
匹
゜
も
゜
お
N

　　
一
で
は
な
く
、
象
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
。
そ
の
理
由
は
、
　
　
　
（
2
7
）
　
守
同
α
゜
も
゜
H
b
。
刈
゜

　
　
終
末
論
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
世
に
お
け
る
神
（
絶
対
者
）
　
　
　
（
2
8
）
　
H
ぼ
住
゜
も
」
①
野

　　
と
の
合
一
は
、
象
徴
的
な
意
味
で
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
　
　
（
2
9
）
　
H
ぼ
α
．
も
゜
H
①
゜
。
°

　　
あ
る
。
こ
の
議
論
に
関
し
て
は
、
H
o
ゴ
国
打
ぎ
§
恥
§
b
§
§
・

　
　
鴇
O
蕊
゜
卜
§
§
登
ミ
§
§
9
き
恥
憩
“
適
ミ
貸
N
肉
§
§
（
O
p
O
≦
〇
二
α

　
弓
¢
窪
8
け
ご
p
卜
。
O
鼠
）
も
゜
H
㎝
P
を
参
考
。

（
1
7
）
　
旨
幽
山
‘
娼
゜
Q
。
H
齢

（
1
8
）
　
H
ぽ
匹
‘
b
°
ω
刈
゜

（
1
9
）
　
守
凶
匹
‘
娼
゜
ω
S

神
秘
主義
の
観
点
か
ら
見
た
宗
教
多
元
主
義
ー
東
ア
ジ
ア
の
文
化
的
背
景
を
中
心
に
（
方
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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