
武
藤宗
教
哲
学
に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て片

　
柳
　
榮
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み

　
武藤
一
雄
は
一
九
六
一
年
に
発
行
さ
れ
た
『
神
学
と
宗
教
哲
学
の
間
』
に
お
い
て
、
自
ら
の
独
自
な
る
神
学
的
宗
教
哲
学
の
立
場
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

立し
た
が
、
一
九
七
四
年
に
『
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
を
著
し
、
さ
ら
に
宗
教
哲
学
の
新
た
な
可
能
性
を
探
り
求
め
、
前
著
に
お

い
ても
根
本
に
見
据
え
て
い
た
西
田
幾
多
郎
の
逆
対
応
の
思
想
に
さ
ら
に
深
く
学
び
な
が
ら
、
独
自
の
「
問
う
神
学
」
を
切
り
拓
い
て
い

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
、
晩
年
の
西
田
が
示
唆
し
た
「
内
在
的
超
越
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
武
藤
が
な
し
た
思
索
の
苦
闘
を
辿
り
、

そ
こ
に
切
り
拓
か
れ
た
開
け
に
共
に
与
り
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　第
一
章
　
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」

　
武藤
は
、
自
ら
の
新
た
な
思
索
を
切
り
拓
く
べ
く
綴
っ
た
『
宗
教
哲
学
の
新
し
い
可
能
性
』
の
う
ち
に
収
め
ら
れ
た
「
宗
教
に
お
け
る

『
内
在
的
超
越
』
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
西
田
の
最
晩
年
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の
中
で
西
田
が
、
将

来
の
宗
教
の
可
能
性
と
し
て
示
唆
し
た
「
内
在
的
超
越
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
武
藤
宗
教
哲
学
に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
（
片
柳
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二

　
武
藤
は

西田
が
宗
教
、
そ
し
て
神
を
問
題
に
す
る
場
の
深
淵
さ
を
、
西
田
の
最
も
深
い
思
想
を
表
す
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
次
の

よ
う
な
文
章
の
中
で
指
摘
す
る
。
「
自
己
の
永
遠
の
死
を
自
覚
す
る
と
云
ふ
の
は
、
我
々
の
自
己
が
絶
対
無
限
な
る
も
の
、
即
ち
絶
対
者
に

対す
る
時
で
あ
ら
う
。
絶
対
否
定
に
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
の
で
あ
る
。
併
し
単
に
そ
れ
だ
け
な
ら
、

私は
未
だ
そ
れ
が
絶
対
矛
盾
の
事
実
と
は
云
は
な
い
。
然
る
に
、
斯
く
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
こ
と
が
、
自
己
存
在
の
根
本
理
由
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
自
己
の
永
遠
の
死
を
知
る
も
の
の
み
が
、
真
に
自
己
の
個
た
る
こ
と
を
知
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
」
。
こ

れに
つ
い
て
武
藤
は
述
べ
る
。
コ
面
に
お
い
て
は
宗
教
は
『
心
霊
上
の
事
実
』
…
…
で
あ
る
と
共
に
、
他
面
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
『
事

実
』
の
究
明
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
個
の
徹
底
的
な
実
存
的
自
覚
と
い
う
哲
学
の
本
来
の
課
題
…
…
と
根
本
的
に
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
で

　
　
さ

あ
る
」
。
武
藤
は
西
田
に
お
け
る
「
個
の
自
覚
」
の
尋
常
な
ら
ざ
る
深
淵
を
見
据
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　西
田
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
お
け
る
「
大
審
問
官
」
の
劇
詩
に
出
て
く
る
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
に
「
内

在的
超
越
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
見
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
併
し
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
は
、
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト

に
よ
っ
て
開
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
世
的
な
も
の
に
返
る
と
考
え
る
の
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
。
自
然
法
爾
的
に
、
我
々
は
神
な
き
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

に
真
の
神
を
見
る
の
で
あ
る
」
。
武
藤
の
新
し
い
宗
教
哲
学
の
可
能
性
も
、
こ
の
よ
う
な
西
田
の
将
来
の
宗
教
に
つ
い
て
の
言
葉
に
触
発

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
「
西
田
先
生
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
将
来
の
宗
教
が
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
新
し
い
文
化
へ
の
途
も

『
内
在
的
超
越
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
『
自
然
法
爾
的
に
、
我
々
は
神
な
き
所
に
真
の
神
を
見
る
』
（
全

集
十
一
巻
、
四
六
二
頁
）
と
か
、
『
我
々
は
真
の
文
化
の
背
後
に
隠
れ
た
神
を
見
る
の
で
あ
る
』
（
同
四
六
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
が
深
い
意

味を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
を
見
失
い
、
或
い
は
、
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
か
の
ご
と
き
世
界
が
、
神
否
定
の
極
に
お
い
て
逆

対応
的
に
神
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
世
界
と
等
根
源
的
な
人
間
自
身
が
、
自
己
の
有
限
性



（
相
対
性
）
に
徹
す
る
こ
と
『
自
己
自
身
の
無
の
根
底
、
罪
悪
の
本
源
を
徹
見
す
る
』
（
同
四
一
一
頁
）
と
い
う
自
覚
と
一
枚
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
我
々
の
自
己
が
死
に
よ
っ
て
の
み
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
』
（
同
三
九
六
頁
）
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

　
　
　
ハ
ゑ

であ
ろ
う
」
。
武
藤
は
西
田
の
「
内
在
的
超
越
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
神
否
定
の
極
に
お
い
て
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
」
こ
と
と
し
て
受

け
と
め
て
い
る
。
否
定
の
極
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
も
言
え
よ
う
。

　
何
故内
在
的
超
越
に
お
い
て
は
、
神
否
定
の
極
に
お
い
て
神
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
に
お
け
る
神
は
そ
の
根
底

に
お
い
て
、
神
自
身
の
う
ち
に
否
定
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
し
か
し
私
は
、
何
庭
ま
で
も
自
己
否
定
に
入
る
こ
と
の
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ば

神
、
真
の
自
己
否
定
を
含
ま
な
い
神
は
、
真
の
絶
対
者
で
は
な
い
と
考
へ
る
。
そ
れ
は
鞠
く
神
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
救
済
の
神
で
は
な
い
。

そ
れ
は
超
越
的
君
主
的
神
に
し
て
、
何
庭
ま
で
も
内
在
的
な
る
絶
対
愛
の
神
で
は
な
い
。
絶
対
者
の
自
己
否
定
即
肯
定
的
内
容
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

真
の文
化
と
云
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
。
内
在
に
は
自
己
否
定
が
含
ま
れ
る
と
西
田
は
言
う
。
西
田
の
神
の
絶
対
性
は
独
特
で

あ
る
。
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
神
は
絶
対
の
自
己
否
定
と
し
て
、
逆
対
応
的
に
自
己
自
身
に
対
し
、
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定
を

含
む
も
の
な
る
が
故
に
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
有
る
も
の
で
あ
り
、
絶
対
の
無
な
る
が
故
に
絶
対
の
有
で
あ
る
の
で
あ
る
。
絶
対
の
無
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
り

し
て
有
な
る
が
故
に
、
能
は
ざ
る
所
な
く
、
知
ら
ざ
る
所
な
い
、
全
知
全
能
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
万
有
神
論
で
は
な
く
、
万

　
　
　
す
け

有
在
神論
で
あ
る
と
言
う
。

　
西田
は
「
内
在
的
超
越
」
と
い
う
言
葉
で
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
超
越
的
な
る
神
の
世
界
へ
の
顕
現
に
お
い
て
神
そ
の
も
の
が
内
に
否

定
、
無
を
含
む
こ
と
の
顕
現
と
み
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
神
の
無
は
、
我
々
の
自
己
の
永
遠
の
死
に
連
な
っ
て
い
る
。
そ
の
絶
対
否
定
に

面す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
自
己
の
個
た
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
西田
が
内
在
的
超
越
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
見
て
お
こ
う
。
「
今
や
新
な
る
文
化
の
方
向
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

武
藤
宗
教
哲学
に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
（
片
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



四

い
。
新
な
る
人
間
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
世
的
世
界
の
自
覚
的
中
心
と
な
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
対
象
的
に
超
越
的
宗
教
で

あ
っ
た
。
君
主
的
神
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
…
…
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
自
然
を
決
断
の
場
所
と
し
た
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
云
ふ
。
我
々
は
何
庭

ま
で
も
此
の
方
向
に
進
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
自
己
否
定
に
お
い
て
神
を
見
る
方
向
へ
進
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

併し
単
に
内
在
的
方
向
に
行
く
こ
と
は
世
界
が
自
己
を
失
ひ
、
人
間
が
人
間
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
何
庭
ま
で
も
内
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

超
越し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
在
的
超
越
こ
そ
新
し
い
文
化
へ
の
途
で
あ
る
の
で
あ
る
」
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
っ
て
切
り

拓
か

れ
た

現
代
世
界
文明
は
、
ま
さ
に
内
在
的
超
越
を
目
指
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
い
う
。

第
二
章
武
藤
宗
教
哲
学
に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」

　
武
藤は
、
思
索
を
慎
重
、
精
緻
に
扱
う
た
め
に
、
事
柄
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
る
対
立
契
機
を
鮮
明
に
し
、
両
者
が
含
み
持
つ
真
理
契
機

を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
き
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば
田
辺
流
の
弁
証
法
に
も
と
つ
く
否
定
的
相
互
媒
介
に
よ
る
弁
証
法
的
統
一
の
手
法
と
言

う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
晩
年
の
武
藤
が
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
論
を
進
め
る
時
、
そ
の
根
本
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
今

述
べ
た
「
内
在
的
超
越
」
の
論
理
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
論
理
は
、
簡
潔
に
言
え
ば
、
内
在
に
徹
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
内

在
を
否
定
す
る
も
の
に
逢
着
し
、
そ
の
否
定
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
内
在
を
超
越
し
た
も
の
と
の
出
会
い
の
場
に
立
つ
こ
と
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
田
辺
の
弁
証
法
的
統
一
が
、
対
立
を
対
象
と
し
て
処
理
し
て
い
る
と
表
現
上
解
さ
れ
が
ち
な
の
に
対
し
て
、
西
田
の
内

在的
超
越
は
、
内
在
と
し
て
の
主
体
が
否
定
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
超
越
の
場
に
立
つ
と
い
う
、
よ
り
主
体
的
な
関
わ
り
が
表
現

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。



　武
藤
は
西
田
の
「
内
在
的
超
越
」
の
概
念
を
用
い
て
、
新
し
い
宗
教
哲
学
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
。
武
藤
は
事
柄
の
対
立
す
る
契

機
を
取
り
出
し
、
そ
の
二
重
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
二
重
性
の
う
ち
に
、
内
在
的
超
越
の
可
能
性
を
見
る
。
三
つ
の
場
合
に
分
け

て

見る
こ
と
に
す
る
。
隠
れ
た
る
神
の
二
重
性
と
終
末
論
の
二
重
性
、
そ
し
て
宗
教
性
A
と
B
の
二
重
性
で
あ
る
。

　第
一
節
隠
れ
た
る
神
の
二
重
性

　
武
藤は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
無
の
問
題
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
「
隠
れ
た
神
」
に
つ
い
て
深
く
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
最
大
の

教師
は
ル
タ
ー
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
「
隠
れ
た
神
」
の
思
想
は
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
殊
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一

五
一
八
年
の
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
討
論
』
と
一
五
二
五
年
の
『
奴
隷
意
志
論
』
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
二
つ
の
問
に
相
違

を
認
め
ず
、
基
本
的
に
ル
タ
ー
の
思
想
の
核
心
「
十
字
架
の
神
学
」
の
立
場
に
立
つ
と
す
る
。
十
字
架
の
神
学
に
お
け
る
「
隠
れ
た
神
」

と
は
ル
タ
ー
の
次
の
言
葉
に
よ
く
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
「
『
わ
れ
わ
れ
の
善
は
隠
れ
て
い
る
。
し
か
も
余
り
に
も
深
く
隠
れ
て
い
る
の

で
、
反
対
の
相
の
も
と
に
（
の
q
げ
O
O
】
P
首
震
同
O
）
隠
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
い
の
ち
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
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
れ
て
い
る
の
で
あ
る
』
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
隠
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

（9げ
ω
O
O
U
血
h
け
仁
昌
P
）
が
顕
わ
に
な
る
の
は
『
十
字
架
の
言
葉
』
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
こ
の
ル
タ
ー

の

「隠
れ
た
神
」
の
主
張
は
、
誠
に
深
い
も
の
が
あ
り
、
ル
タ
ー
の
福
音
理
解
の
核
心
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
は
ル
タ
ー

の

「隠
れ
た
神
」
は
こ
こ
に
尽
く
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
『
奴
隷
意
志
論
』
の
そ
れ
も
別
様
で
は
な
い
と
す
る
。

　こ
の
よ
う
な
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
の
同
一
的
解
釈
に
対
し
て
、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
は
、
十
字
架
の
神
学
に
立
脚
し
た
第
一
の
線
に
対
し
て
「
隠

武
藤
宗
教
哲
学に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
（
片
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



六

れた
神
」
の
第
二
の
線
が
『
奴
隷
意
志
論
』
に
は
存
す
る
と
主
張
す
る
。
「
ル
タ
ー
は
同
じ
『
奴
隷
意
志
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

『礼
拝さ
れ
ず
、
説
教
さ
れ
ざ
る
神
、
す
な
わ
ち
、
御
自
身
の
本
性
と
尊
厳
と
に
お
い
て
あ
る
神
を
越
え
て
、
何
も
の
も
高
め
ら
れ
え
な
い
。

し
か
し
万
物
は
神
の
力
強
い
御
手
の
う
ち
に
あ
る
』
。
つ
い
で
ま
た
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
『
の
み
な
ら
ず
尊
厳
の
う
ち
に
隠
れ
て
い
た

も
う
神
（
H
）
①
口
ω
四
び
ω
O
O
昌
α
博
け
口
ω
博
印
目
P
巴
Φ
ω
け
9
け
Φ
）
は
、
死
を
嘆
き
も
せ
ず
、
取
り
除
き
た
ま
い
も
し
な
い
。
し
か
も
生
と
死
と
を
司
り
、
す

べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
で
あ
り
た
も
う
。
ま
た
神
は
、
御
自
身
を
、
自
ら
の
言
に
よ
っ
て
限
定
せ
ず
、
万
物
の
上
に
、
自
ら
を
自
由
に
保

　
　
　
　
　
ロ
　

ち
た
も
う
』
」
。
武
藤
は
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
の
言
う
「
十
字
架
の
神
学
」
の
立
場
か
ら
の
「
隠
れ
た
神
」
解
釈
の
福
音
と
し
て
の
妥
当
性
を

認め
る
。
し
か
し
そ
れ
を
越
え
て
、
な
お
隠
さ
れ
た
神
を
主
張
す
る
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
理
解
、
「
尊
厳
の
う
ち
に
隠
れ
て
い
た
も
う
神
」
の

解
釈を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
十
字
架
の
啓
示
を
越
え
て
、
つ
ま
り
十
字
架
の
福
音
に
基
づ
く
理
解
を
越
え
て
、
我
々
の

思

惟を
絶
し
た
と
こ
ろ
に
隠
れ
て
い
ま
す
神
を
考
え
る
ル
タ
ー
の
深
み
を
武
藤
は
見
据
え
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
「
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
い
う
『
第
二
の
線
』
と
し
て
の
『
隠
れ
た
神
』
は
、
い
わ
ば
、
ル
タ
ー
神
学
（
十
字
架
の
神
学
）
に
と
っ
て
、
終

末
論
的
限
界
外
に
あ
る
神
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
『
隠
れ
た
神
』
が
、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
い
う
よ
う
に
、
『
第
一
の
線
』
に
お
け

る
『
隠
れ
た
神
』
と
異
な
り
『
啓
示
と
隠
れ
て
あ
る
こ
と
』
と
の
相
即
相
入
を
さ
ら
に
越
え
た
『
隠
れ
た
神
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
十

分
理
解さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
『
第
一
の
線
』
に
お
け
る
『
隠
れ
た
神
』
と
『
第
二
の
線
』
に

おけ
る
『
隠
れ
た
神
』
が
全
く
無
媒
介
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
『
第
一
の
線
』
に
お
い
て
い
わ
れ
て
い
る
『
恥

辱
の
も
と
に
隠
れ
て
い
る
神
の
栄
光
（
o
q
δ
ユ
p
U
Φ
酌
）
』
は
同
時
に
、
『
栄
光
の
光
』
（
訂
目
窪
o
q
百
す
Φ
）
に
照
ら
さ
れ
て
顕
示
さ
れ
る
『
神
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

自
身
』
（
U
Φ
話
甘
器
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
に
は
、
そ
う
で
あ
る
」
。
武
藤
は
、
我
々
の
思
惟
を
絶
し
た
「
神

御
自
身
」
の
暗
が
り
に
面
し
つ
つ
、
こ
の
暗
が
り
の
中
で
我
々
に
当
た
る
堅
い
、
い
わ
ば
壁
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
な
お
、
我
々
に
啓
示



さ
れ
た
十
字
架
の
神
と
同
じ
方
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
断
絶
を
踏
ま
え
た
繋
が
り
、
同
一
性
の
主
張
、
こ
こ
に
武
藤
の
思
索
の
基
本
的
姿

勢
が
みら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　武
藤
は
次
の
よ
う
に
こ
の
二
つ
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
に
つ
い
て
の
思
想
を
ま
と
め
て
い
る
。
「
彼
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
で
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
何
処
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
、

1
そ
し
て
そ
れ
が
神
の
絶
対
的
超
越
性
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
ー
、
し
か
も
そ
の
こ
と
は
、
い
わ
ば
、
我
々
自
身
も
我
々
自
身

に
隠
さ
れ
、
我
々
が
そ
こ
に
於
て
あ
る
世
界
自
身
も
世
界
自
身
に
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

己を
越
え
て
顕
わ
と
な
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
顕
わ
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
改
め
て
、
神
の
絶
対
的
超

越性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
レ
ー
ヴ
ェ
ニ
ッ
ヒ
が
言
う
よ
う
に
、
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
神
」
の
核
心
は
、
十
字
架
に
於
い
て
神
が
「
隠

さ
れ
た
神
」
と
し
て
露
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
我
々
へ
の
神
の
内
在
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
事
柄
は
そ
れ
に
尽

き
ず
、
な
お
こ
の
媒
介
を
絶
し
た
神
の
超
越
性
が
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
の
意
味
で
の
「
内
在
的
超
越
」
で
あ

る
と
武
藤
は
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
こ
こ
で
、
「
隠
さ
れ
た
神
」
と
並
ん
で
、
「
隠
さ
れ
た
自
己
」
「
隠
さ
れ
た
世
界
」
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
隠
さ
れ
た
神
」
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
隠
さ
れ
た
自
ら
、
世
界
で
あ
り
、
我
々
が
生
き
る
こ

の

時
全体
の
暗
が
り
で
あ
り
、
そ
の
未
完
成
が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

武
藤
宗
教
哲
学に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
（
片
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



入

　第
二
節
終
末
論
の
二
重
性

　
聖
書
に

は

現
在的
終
末
論
と
将
来
的
終
末
論
が
解
き
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
筆
者
は
終
末
観
で
な
く
、
終

末
論と
い
わ
れ
、
問
題
に
さ
れ
る
時
に
は
、
究
極
と
し
て
の
終
末
が
す
で
に
現
在
し
て
い
る
と
い
う
理
解
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
終
末
論

の名
に
値
し
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
武
藤
も
例
え
ば
次
の
よ
う
に
神
秘
主
義
に
関
連
し
な
が
ら
、
現
在
に
お
け
る
終
末
の
現
臨
の
意
義

を
述
べ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
は
、
た
し
か
に
『
神
が
す
べ
て
の
も
の
に
あ
っ
て
す
べ
て
と
な
ら
れ
る
た
め
』
と
い
う
目
的
論
的
志
向

を
含
み
な
が
ら
、
し
か
も
、
終
末
の
現
在
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
今
す
で
に
、
神
は
『
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
で
あ
り
た
も
う
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

がゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
と
神
・
神
秘
主
義
と
は
同
時
存
在
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
」
。

実
存的
自
己
と
し
て
の
私
は
、
生
き
ら
れ
た
時
間
に
お
け
る
現
在
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宗
教
的
超
越
の
神
的
な
る
も

のが
、
時
間
の
現
在
を
越
え
、
時
間
の
過
去
、
未
来
を
含
み
つ
つ
な
お
こ
れ
を
越
え
な
が
ら
、
し
か
も
現
在
に
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

「
永
遠
の

現在
」
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
終
末
論
の
根
底
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
終末
論
の
二
つ
の
形
態
は
、
現
在
的
終
末
論
と
将
来
的
終
末
論
で
呼
ば
れ
る
。
こ
の
前
者
を
代
表
す
る
の
は
ブ
ル
ト
マ
ン
で
あ
る
。
「
さ

ら
に
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
新
し
い
契
約
は
、
旧
き
契
約
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
民
族
の
歴
史
上
の

出
来
事
に
根
拠
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
新
し
き
契
約
が
そ
の
上
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
死
は
、
例
え
ば
、
人

が
モー
セ
の
記
事
に
対
し
て
、
そ
れ
を
過
去
的
な
も
の
と
し
て
回
顧
し
う
る
よ
う
な
史
的
出
来
事
（
げ
一
ω
け
O
同
同
O
m
口
Φ
＜
Φ
口
け
）
で
は
な
い
。
新

し
き
契
約
の
民
は
、
終
わ
り
の
時
に
属
す
る
共
同
体
で
あ
り
、
終
末
論
的
現
象
で
あ
る
が
故
に
、
史
実
的
な
意
味
で
の
歴
史
を
も
た
な
い

の

であ
る
。
い
ま
や
こ
の
世
の
時
が
終
結
し
、
終
末
が
切
迫
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
歴
史
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

り
得
よ
う
か
？
　
要
す
る
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
歴
史
が
終
末
論
の
う
ち
に
の
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
。
終
末



の

現
在
性に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
カ
ー
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
と
っ
て
も
、
ま
た
む
ろ
ん
パ
ウ
ロ
に

と
っ
て
も
、
神
の
国
は
本
来
す
く
な
く
と
も
終
末
論
的
含
蓄
を
も
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
一
コ
リ
一
五
・
二
四
参
照
）
。

し
か
も
『
神
の
国
は
言
葉
で
は
な
く
、
力
（
デ
ュ
ナ
ミ
ス
）
で
あ
る
』
（
一
コ
リ
四
・
二
〇
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
力
は
、
単
に
将

来
的
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
聖
霊
に
お
け
る
義
と
平
和
と
喜
び
』
が
、
た
と
え
全
面
的
に
で
は
な
く
と
も
、
す
で
に
な
ん
ら
か

の

意味
と
程
度
に
お
い
て
、
信
者
に
と
っ
て
、
特
に
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
、
す
で
に
現
前
し
て
お
り
、
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
完
全
な
究

極的
実
現
が
終
末
論
的
希
望
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
終
末
時
が
す
で
に
現
在
に
お
い
て
開
始
す
る

碧
ぴ
お
o
げ
Φ
⇔
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
現
在
が
準
備
の
時
く
o
昏
興
Φ
巨
農
ω
N
Φ
津
と
い
う
意
味
を
有
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
が
終
末
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り

属
し
、
超
越
的
な
永
遠
が
す
で
に
時
の
現
在
に
内
在
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
。

　こ
う
し
た
新
約
聖
書
の
核
心
に
あ
る
現
在
的
終
末
論
の
根
本
的
意
義
を
武
藤
は
鋭
敏
に
理
解
し
て
い
る
。
神
の
国
は
、
あ
な
た
方
の
ロ
バ

中
に
あ
る
と
呼
び
か
け
る
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
の
死
者
よ
り
の
復
活
に
お
い
て
、
す
で
に
終
末
時
に
生
き

て

い
る
と
す
る
パ
ウ
ロ
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
核
心
は
こ
こ
を
は
ず
し
て
は
な
い
こ
と
を
武
藤
は
よ
く
洞
察
し
て
い
る
。
し

かし
こ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
の
現
在
的
終
末
論
に
尽
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
武
藤
は
考
え
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
的
黙
示
終
末
観
の
表
象
様
式
を
神
話

論的
と
し
て
非
神
話
化
す
る
ブ
ル
ト
マ
ン
に
対
し
て
、
黙
示
文
学
的
終
末
観
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
本
来
的
始
原
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
お
よ
そ
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
母
で
あ
る
と
主
張
す
る
ケ
ー
ゼ
マ
ン
の
批
判
を
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と
評
価
す
る
。
武
藤
が
ケ
ー
ゼ
マ

ン

の

主
張を
評
価
す
る
の
は
、
新
約
聖
書
的
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
テ
ィ
ク
（
黙
示
終
末
観
）
が
終
末
、
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
「
間
近
い

待望
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
武藤
は
、
将
来
的
終
末
論
に
つ
い
て
、
先
の
文
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
現
在
的
終
末

武
藤
宗
教哲
学
に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
（
片
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



一
〇

論と
将
来
的
終
末
論
と
の
対
立
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
に
超
越
的
な
永
遠
が
、
す
で
に
時
の
現
在
に
内
在
的
で
あ

る
と
い
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
永
遠
と
し
て
の
終
末
は
、
時
の
現
在
に
対
し
て
、
内
在
化
を
拒
む
超
越
性
1
い
わ
ば
内
在
的
超
越
性
の

契
機
（
こ
の
内
在
的
超
越
性
の
契
機
が
ほ
か
な
ら
ぬ
将
来
的
終
末
論
を
必
然
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
）
1
を
も
っ
て
い
る
。
現
在
的

（
内
在
的
）
終
末
論
と
将
来
的
（
超
越
的
）
終
末
論
と
は
相
対
立
し
な
が
ら
、
し
か
も
単
に
無
媒
介
に
併
存
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
緊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

張的
統
一
〇
〇
冨
目
巨
ぴ
q
ω
Φ
ヨ
げ
Φ
詳
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
。
現
在
的
終
末
論
と
し
て
、
終
末
が
現
在
し
、
我
々
は
「
終
わ
り
の
時

を
生
き
て
い
る
」
と
い
う
内
在
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
在
に
於
い
て
、
自
ら
と
の
同
一
化
を
許
さ
な
い
「
超
越
」
の
契
機
を
「
将
来
」

と
し
て
武
藤
は
あ
く
ま
で
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
現代
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
ロ
マ
ー
ノ
・
グ
ァ
ル
デ
ィ
ー
二
に
武
藤
は
共
感
し
て
次
の
よ
う
な
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
先
の

ケ
ー
ゼ
マ
ン
の
「
間
近
い
待
望
」
の
主
張
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
「
人
間
は
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
ま
る
で
力
を
得
て
主
人
に
な
つ

た
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
こ
の
世
が
終
わ
り
、
永
遠
が
ひ
ら
け
、
真
理
が
顕
わ
に
さ
れ
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
ま
も
な
く
そ
れ
は
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
百
年
と
か
千
年
で
は
な
く
、
わ
ず
か
十
年
続
く
だ
け
だ
か
ら
、
と
い
う
意
味
で
の
“
ま

も
な
く
”
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
時
間
が
、
た
と
え
そ
れ
が
大
変
な
が
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
永
遠
を
前
に
す
れ
ば
無
に
ひ
と
し
い
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

な
の
で
あ
る
。
永
遠
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
な
が
い
時
間
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
時
間
の
そ
の
背
後
に
そ
そ
り
立
つ
も
の
で
あ
る
」
。

こ
の
す
べ
て
の
時
間
の
背
後
に
そ
そ
り
立
つ
も
の
の
前
に
、
自
己
を
超
出
し
て
、
立
つ
こ
と
を
武
藤
は
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
終末
の
現
在
性
が
根
底
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
武
藤
が
将
来
的
終
末
論
を
単
に
神
話
的
、
俗
流
的
理
解
と
し
て

斥
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
執
拗
に
主
張
す
る
の
は
、
単
に
ブ
ル
ト
マ
ン
等
の
現
在
的
終
末
論
の
個
人
的
狭
阻
さ
を
指
摘
し
、
人
類
全
体
、

世
界
全体
の
終
り
、
完
成
を
望
む
宇
宙
的
終
末
論
の
必
要
性
を
覚
え
て
、
述
べ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
現
在
的
終
末
論
が
、
究
極
的
な



る
も
の
の
超
越
性
を
結
局
、
既
成
の
人
間
的
経
験
の
範
疇
と
表
現
で
把
握
し
、
そ
の
未
完
成
性
、
欠
如
性
を
覆
い
隠
し
、
人
間
の
根
本
的

な
自
己
超
越
性
、
脱
自
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
事
柄
そ
の
も
の
の
ゆ
え
に
、

神
と
い
う
言
葉
、
存
在
と
い
う
概
念
、
無
と
い
う
表
現
も
す
べ
て
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
る
と
結
局
は
、
不
可
知
論
（
ア

グノ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
）
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
起
こ
り
う
る
。
確
か
に
不
可
知
論
が
真
理
契
機
と
し
て

含ま
れ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
将
来
的
終
末
論
を
な
お
堅
持
す
る
武
藤
の
主
張
は
、
現
在
的
終
末
論
の
大
い
な
る
肯
定
か
ら
出
発
し
て
い

る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
将
来
的
終
末
論
は
希
望
に
浸
透
さ
れ
た
ア
グ
ノ
ス
テ
イ
シ
ズ
ム
で
あ
る
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
不
可
知
論
の
知
の
否
定
の
意
味
を
深
く
受
け
取
り
、
こ
れ
を
被
造
物
が
ま
と
う
根
本
の
被
造
性
と
し
て
受

け
と
め
、
そ
の
よ
う
な
断
絶
と
溝
を
秘
め
て
な
お
究
極
的
に
肯
定
な
る
も
の
に
対
す
る
人
格
的
関
わ
り
、
す
な
わ
ち
絶
対
者
と
合
一
す
る

の

でな
く
、
絶
対
他
者
と
し
て
対
す
る
信
仰
的
神
秘
主
義
と
で
も
い
う
も
の
の
、
基
本
的
在
り
方
を
堅
持
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　第
三
節
　
宗
教
性
A
と
宗
教
性
B
と
の
二
重
性

　
シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
以
降
の
十
九
世
紀
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
神
学
の
歩
み
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
他
の
諸
宗
教
と
並

ぶ
一
特
殊
宗
教
と
し
、
そ
れ
ら
諸
宗
教
に
共
通
す
る
普
遍
宗
教
性
（
宗
教
性
A
）
に
お
い
て
、
宗
教
の
真
理
を
い
わ
ば
内
在
的
に
捉
え
よ

う
と
す
る
宗
教
主
義
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
ル
ト
を
は
じ
め
と
す
る
弁
証
法
神
学
は
啓
示
と
し

て

の神
の
言
葉
の
超
越
性
を
強
調
し
て
、
一
般
宗
教
性
A
を
否
定
的
に
突
破
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
特
殊
宗
教
性
B
を
顕
揚
し
た
。
武
藤
は

弁
証法
神
学
の
主
張
す
る
啓
示
の
超
越
性
の
主
張
の
真
理
性
を
認
め
る
の
に
吝
か
で
は
な
い
が
、
他
方
人
間
存
在
に
固
有
の
宗
教
性
を
顧

慮し
な
い
弁
証
法
神
学
の
狭
陸
さ
を
批
判
し
、
新
た
な
宗
教
哲
学
の
可
能
性
を
模
索
し
て
ゆ
く
。

武
藤
宗
教
哲
学に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
（
片
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二



一
二

　
武
藤は
新
た
な
宗
教
性
A
が
含
み
持
つ
普
遍
性
を
次
の
よ
う
に
性
格
づ
け
て
い
る
。
「
人
間
に
お
け
る
『
宗
教
心
』
の
所
在
は
、
単
に
内

在的
で
も
な
く
、
ま
た
単
に
超
越
的
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
恐
ら
く
、
内
在
と
か
超
越
の
対
立
を
超
え
た
も
の
、
内
在
的
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
内
在
的
な
も
の
を
全
く
内
に
越
え
た
も
の
、
し
か
も
そ
れ
は
超
越
的
な
も
の
が
そ
れ
自
身
を
超
え
て
真
に
内
在
的
と
な
っ
た
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け

と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

　
西田
に
よ
れ
ば
、
神
の
絶
対
性
は
、
相
対
に
対
す
る
絶
対
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
絶
対
は
、
一
つ
の
相
対
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そう
で
は
な
く
、
自
己
の
内
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
絶
対
で
あ
る
と
い
う
。
武
藤
が
求
め
る
新
た
な
る
宗
教
性
A
も
、
特
殊
的
宗
教

を
越
え
て
つ
つ
む
普
遍
性
を
も
っ
た
存
在
論
的
根
拠
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
単
な
る
存
在
、
無

でな
く
、
ま
た
単
な
る
肯
定
、
否
定
で
も
な
く
、
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
絶
対
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
決
し
て
観
念
の
遊
戯
で
も
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
に
無
縁
で
も
な
い
。
フ
ィ
リ
ピ
ニ
・
六
－
七
の
キ
リ
ス
ト
賛
歌
に
同
じ
思
想
を
聞
く
と
武
藤
は
言
う
。
「
そ
こ
で
は
（
キ
リ
ス

ト
賛
歌
）
『
空
化
』
（
詠
く
8
9
の
）
が
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
顕
さ
れ
た
神
の
愛
の
本
質
を
示
す
も
の
と
し
て
、
積
極
的
意
味
を
も
つ
と
い
う

こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
…
…
か
く
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
性
の
自
己
同
一
は
、
そ
れ
の
否
定
空
化
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

の自
己
放
棄
に
お
い
て
、
い
わ
ば
無
即
有
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
。

　
武
藤は
、
キ
リ
ス
ト
賛
歌
に
見
ら
れ
る
ケ
ノ
ー
シ
ス
の
思
想
に
い
わ
ば
自
己
内
在
的
宗
教
性
A
を
突
破
し
た
逆
説
的
な
宗
教
性
B
を
見

て

いる
。
そ
し
て
新
た
な
る
宗
教
性
A
と
し
て
朧
に
見
て
い
る
の
は
、
表
現
と
し
て
は
「
自
己
の
う
ち
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
ん
だ
絶

対
」
に
よ
っ
て
予
感
さ
れ
る
事
態
で
あ
り
、
ケ
ノ
ー
シ
ス
の
存
在
論
的
根
拠
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
宗
教
性
B
の
自
己
否

定
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
真
理
を
、
排
他
的
に
自
分
だ
け
の
も
の
と
せ
ず
、
ま
た
時
間
的
文
化
的
に
限
定
さ
れ
た
特
殊
性

に
限
定
せ
ず
、
他
の
諸
宗
教
、
諸
思
想
も
こ
の
場
の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
普
遍
化
し
て
ゆ
く
思
惟
の
営
み
が
我
々
に
課



さ
れ
て
い
る
こ
と
を
武
藤
は
自
覚
し
て
い
る
。
仏
教
の
「
空
」
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
も
こ
の
場
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
武

藤は
、
こ
の
自
己
否
定
的
絶
対
自
体
と
い
う
我
々
人
間
の
言
葉
を
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
そ
う
し
た
表
現
、
言
葉
、
概
念
す
ら
、
絶
え

ず
乗
り
越
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
見
え
ず
し
て
永
遠
に
そ
そ
り
た
つ
壁
の
如
く
、
我
々
に
対
し
て
絶
対
の
超
越
性
を

も
っ
て
臨
む
も
の
が
、
実
は
我
々
の
傍
ら
に
内
在
し
、
自
ら
を
越
え
出
る
こ
と
へ
招
い
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
武藤
は
新
し
い
宗
教
哲
学
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
場
を
し
ば
し
ば
聖
霊
論
的
に
語
る
。
「
し
か
も
万
物
は
、
こ
の
よ
う
な
『
隠
れ
た
る
神
』

の

『
力
強
い
御
手
の
う
ち
に
あ
り
』
『
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
で
あ
り
』
た
も
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
的
超
越
の
極
み
に
お
い
て
隠

れ
て
いま
し
た
も
う
神
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
只
中
に
内
在
的
で
あ
り
、
万
物
は
、
そ
の
御
手
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

こ
の
よ
う
な
隠
れ
た
神
の
現
臨
を
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
霊
す
な
わ
ち
聖
霊
の
現
臨
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」
。
武
藤
に
と
っ
て
「
聖
霊
」
が
現
臨

す
る
場
所
こ
そ
、
隠
さ
れ
て
は
い
る
が
、
我
々
が
そ
の
中
に
立
つ
終
わ
り
の
場
所
で
あ
る
。
我
々
は
す
で
に
そ
の
終
末
の
う
ち
に
あ
る
。

た
と
え
悪
霊
が
禰
漫
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
「
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
が
『
そ
こ
に
於
い
て
あ
る
』
聖
な
る
空

間
は
、
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
な
る
が
ゆ
え
に
聖
な
る
空
間
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
聖
な
る
も
の
に
逆
ら
い
、
そ
れ
に

抗す
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
と
し
て
の
悪
霊
が
禰
漫
し
て
い
る
世
界
で
も
あ
る
。
聖
霊
も
悪
霊
も
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
宿
る
力
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね

る
が
、
そ
れ
と
共
に
我
々
を
越
え
、
我
々
を
外
か
ら
支
配
す
る
ち
か
ら
で
も
あ
る
」
。

　
武
藤
は我
々
が
、
単
な
る
内
在
に
も
単
な
る
超
越
に
も
安
住
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
思
索
し
続
け
る
こ
と
を
促
す
が
、
そ
れ
は
武
藤

が次
の
よ
う
な
場
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
み
ず
か
ら
が
『
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
』
場
所
と
し
て
の
霊
的
世
界
は
、
そ
れ

が
ほ

かな
ら
ぬ
み
ず
か
ら
の
立
脚
地
で
あ
り
な
が
ら
ー
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
た
ず
ら
に
虚
無
的
世
界
に
彷
裡
す

る
の
で
は
な
い
ー
み
ず
か
ら
が
ほ
し
い
ま
ま
に
占
拠
す
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
（
も
し
、
『
立
っ
て
い
る
と
思
う
者
は
、
倒
れ
な
い
よ

武
藤宗
教
哲
学
に
お
け
る
「
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
（
片
柳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



一四

う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
［
一
コ
リ
、
一
〇
・
一
二
参
照
］
）
。
『
無
の
場
所
』
は
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
所
で
あ
ろ
う
と
、
み
ず

から
が
立
つ
特
殊
な
場
所
を
す
べ
て
擾
無
し
つ
つ
総
持
し
て
い
る
場
所
と
し
て
『
物
自
体
と
し
て
の
世
界
』
『
真
如
の
世
界
』
に
ほ
か
な
ら

　
　
　
　
　
　
ハ
な

な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

結
び

　
西田
は
、
大
審
問
官
の
前
で
無
力
に
沈
黙
す
る
男
を
「
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
「
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
世
界

は
、
こ
の
内
在
的
超
越
の
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
世
的
な
も
の
に
返
る
の
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
。
自
然
法
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

的
に
、
我
々
は
神
な
き
と
こ
ろ
に
真
の
神
を
見
る
の
で
あ
る
」
と
謎
め
い
て
語
る
。
あ
る
い
は
「
私
の
終
末
論
的
と
云
ふ
の
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
居
る
。
対
象
超
越
的
の
方
向
に
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
絶
対
現
在
的
の
自
己
限
定
と
し
て
内
在
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け

超
越
の

方向
に
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
無
力
で
沈
黙
す
る
キ
リ
ス
ト
の
無
の
う
ち
に
絶
対
の
超
越
の
現
前
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は
ま

さ
し
く
絶
対
現
在
で
あ
り
、
最
終
の
場
で
あ
る
。

　
武
藤は
「
内
在
的
超
越
」
の
「
内
在
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
西
田
的
に
言
え
ば
「
無
力
な
キ
リ
ス
ト
」
、
ル
タ
ー
的
に
言
え
ば
、
十
字
架

に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
「
隠
れ
た
神
」
を
見
て
い
る
。
終
末
論
的
に
言
え
ば
、
現
在
的
終
末
論
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
の
逆
説

と
し
て
の
神
の
言
葉
、
宗
教
性
B
を
見
て
い
る
。
世
界
の
内
に
「
内
在
的
」
に
な
っ
た
「
絶
対
的
相
対
」
を
見
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
そ
こ
に
お
い
て
内
在
的
超
越
の
「
超
越
」
を
朧
げ
に
予
感
す
る
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
武
藤
も
、
「
終
末
の
現
在
と
い
う
見
地
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ソ

す
れ
ば
、
今
す
で
に
、
神
は
『
す
べ
て
に
お
い
て
す
べ
て
で
あ
り
た
も
う
』
」
と
い
う
絶
対
現
在
の
現
在
的
終
末
論
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い



る
。
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
武
藤
は
、
こ
の
自
己
否
定
的
絶
対
自
体
と
い
う
我
々
人
間
の
言
葉
を
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
そ
う

し
た
表
現
、
言
葉
、
概
念
す
ら
、
絶
え
ず
乗
り
越
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
も
し
西
田
と
武
藤
の
相
違
点
を
挙
げ
る
と

す
れ
ば
、
超
越
に
対
す
る
こ
の
関
わ
り
に
お
け
る
相
違
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
で
武
藤
は
、
自
ら
の
立
場
を
「
信
」
の
立
場
と
言

い切
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
武
藤
宗
教
哲
学
の
独
自
の
視
点
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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