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次

正

手口

~予

神
秘
主
義
と
訳
さ
れ
る

5
3門甘
2
5
0は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の

5
5
E
(自
や
口
を
閉
じ
る
意
)
に
由
来
す
る
一
一
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
源
説
は
、
神
秘
主
義
の
国
有

性
を
密
儀
の
開
閉
鎖
性
に
見
る
認
識
と
共
に
、
感
官
の
閉
鎖
と
制
御
に
よ
っ
て
聞
か
れ
る
精
神
世
界
へ
の
予
感
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
秘
主
義
は
実
に
多

種
多
様
で
奥
行
き
の
深
い
宗
教
現
象
で
あ
る
。
臨
み
に
、
手
元
の
辞
典
で
は
、
「
神
、
最
高
実
在
、
あ
る
い
は
宇
宙
の
究
極
根
拠
な
ど
と
し
て
考
え
ら
れ
る
絶
対
者
を
そ
の

そ
し
て
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
自
己
が
真
実
の
自
己
に
な
る
と
す
る
立
場
」
と
さ
れ
、
そ
の
体
験
の

特
徴
と
し
て
直
接
性
・
不
可
説
性
・
内
面
性
・
受
動
性
・
生
命
性
・
主
体
性
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
別
の
辞
典
で
は
、
ぷ
仰
と
の
直
銭
的
交
渉
の
第
一
次
的
経
験
と
、

絶
対
性
の
ま
ま
に
自
己
の
内
面
で
直
接
に
体
験
し
よ
う
と
す
る
立
場
、

絶
対
的
実
在
と
の
魂
の
可
能
な
合
一
に
つ
い
て
の
神
学
的
形
而
上
学
的
教
説
の
双
方
を
含
む
」
が
、
前
者
を
神
秘
的
経
験
(
ヨ
ヨ
止

g
Z
6
2
5
5ゆ
)
と
呼
び
、
後
者
を
神

秘
主
義

(
5
3門

~
3
5
)
の
名
で
示
す
ζ

と
を
提
案
し
て
い
れ
o

他
の
辞
典
の
解
説
も
大
将
小
型
(
で
あ
り
、
直
接
的
体
験
と
し
て
の
「
神
秘
的
経
験
」
の
特
徴
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
共
通
の
認
識
が
あ
る
が
、
歴
史
的
な
教
説
・
立
場
と
し

て
の
「
神
秘
主
義
」
の
評
価
に
関
し
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
評
価
が
分
か
れ
る
要
図
の
一
つ
は
、
「
経
験
」
や
「
現
実
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
一
認
識
の

相
違
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
神
秘
主
義
を
取
り
扱
う
際
の
一
最
大
の
論
点
の
一
つ
は
、
神
秘
的
経
験
の
客
観
的
価
値
を
巡
る
も
の
で
あ
る
。
神
秘
的
経
験
は
自
常
的
経
験

と
質
的
に
断
絶
し
て
い
る
故
に
、

そ
の
非
日
常
的
な
内
笑
を
日
常
的
な
在
り
様
の
他
者
に
伝
達
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
う
し
た
神
秘

的
経
験
の
実
体
験
や
、
そ
れ
に
対
す
る
内
的
共
鳴
と
い
う
様
な
体
験
的
親
縁
性
の
有
無
が
、
研
究
の
態
度
を
根
本
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ス
ク
ー
ル
(
弓
宏
伊
相
互
)
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ベ
ル
ク
ソ
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解
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い
て

J¥ 
J¥ 

が
著
作
苛
神
秘
主
義
の
探
究
』
(
関
与
{
0
1
門
戸
間
玄
山
、
広
片
町
ヨ
ト
ミ
日
)
の
中
で
、
既
存
の
研
究
方
法
の
根
底
に
潜
む
「
神
秘
主
義
と
合
理
主
義
は
両
立
不
可
能
で
あ
る
」
と
す

る
神
話
を
暴
き
な
が
ら
、
神
秘
主
義
を
合
理
的
に
、
し
か
も
主
体
的
体
験
的
に
研
究
す
る
方
向
を
模
索
し
て
い
る
の
も
、
従
来
の
研
究
が
如
何
に
「
体
験
の
欠
如
」
の
中

で
行
わ
れ
て
き
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
神
秘
主
義
究
明
の
作
業
を
行
う
の
で
は
な
く
、
神
秘
主
義
の
理
解
を
巡
る
問
題
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場

合
に
限
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
神
秘
主
義
が
考
察
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
、
改
め
て
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
の
は
、
「
経
験
L

や
「
現
実
」
が
持
つ
拡
が
り
ゃ
深
さ
の
次
一
冗
で
あ
る
。
我
々
の
「
経

験
」
は
決
し
て
単
一
で
等
質
な
経
験
の
集
合
で
は
な
く
、
様
々
な
密
度
の
異
質
な
経
験
が
集
積
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
の
つ
現
実
L

の
中
心
部
に
あ
る
の
は
、

そ
の
多
様
な
経
験
か
ら
抽
出
さ
れ
た
平
均
的
な
世
界
像
や
人
間
像
の
累
積
で
あ
る
。
我
々
の
経
験
の
構
造
を
図
式
化
す
る
な
ら
ば
、

日
常
的
経
験
を
中
心
に
し
て
そ
の
屑

国
に
非
日
常
的
経
験
が
点
滅
す
る
こ
極
構
造
を
成
し
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
日
常
的
経
験
は
様
々
な
動
揺
と
不
安
に
晒
さ
れ
た
比
較
的
脆
弱
な
も
の

で
あ
る
故
に
、
我
々
は
暗
黙
視
に
勺
自
常
は
正
常
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
重
ね
つ
つ
、
日
常
的
経
験
の
基
盤
の
補
強
に
努
め
て
い
る
。
そ
の
補
強
作
業
は
日
常
言
語
の

働
き
と
不
可
分
で
あ
り
、
我
々
の
経
験
の
大
半
は
日
常
一
一
一
一
口
語
の
実
践
的
情
性
態
の
中
で
理
解
さ
れ
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
日
常

i
正
常
の
価
値
判
断
が
働
く
領
域
、

つ
ま
り
物
理
的
に
も
心
理
的
に
も

J

自
明
な
特
権
的
現
実
の
領
域
の
外
に
、
非
日
常
的
事
象
が
異
常
な
も
の
・
非
現
実
・
夢
・
狂
気
等
の
熔
印
を
押
さ
れ
て
排
除
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
経
験
の
振
幅
全
体
は
、
中
心
の
臼
常
的
経
験
と
児
縁
の
非
日
常
的
経
験
を
向
時
に
包
み
込
ん
で
い
て
、
一
両
者
の
相
互
作
用
や
結
抗

関
係
を
通
し
て
、
「
経
験
L

や
「
現
実
」
の
幅
と
奥
行
き
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
経
験
」
や
「
現
実
」
の
日
常
的
に
自
明
な
領
域
を
突
き
破
っ
て
、
現
実
の
深

き
次
元
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
、
「
神
秘
的
経
験
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

神
秘
的
経
験
と
哲
学
的
反
省

神
秘
的
経
験
の
際
立
っ
た
特
徴
の
一
つ
は

収
納
し
た
日
常
的
な
現
実
感
覚
を
突
き
破
っ
て
、
隠
さ
れ
て
い
た
現
実
が
顕
わ
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
日
常
的

経
験
と
非
日
常
的
経
験
と
の
相
互
作
用
の
運
動
は
、
例
え
ば
日
常
の
底
が
破
れ
て
非
日
常
的
な
根
拠
が
露
呈
さ
れ
る
「
日
常
の
非
臼
常
化
」
や
、
逆
に
非
日
常
的
事
象
を

日
常
の
現
実
世
界
に
文
化
的
に
取
り
込
む

「
非
日
常
の
日
常
化
」
を
通
し
て
推
進
さ
れ
る
だ
ろ
う
し

ま
た

「
日
常
」
と

「
非
日
常
」
と
の
異
次
元
問
の
断
絶
を
存
在
変

換
(
変
身
)

を
媒
介
し
て
往
き
来
す
る
宗
教
儀
礼
や
修
行
等
に
よ
っ
て
も
活
性
化
さ
る
だ
ろ
う
。



こ
う
し
た
寸
日
常
L

と
「
非
日
常
L

の
関
係
の
カ
動
的
な
調
停
は
、
実
は
神
秘
家
自
身
が
担
っ
た
課
題
で
も
あ
る
が
、
我
々
は
こ
の
問
題
に
如
何
に
取
り
組
む
べ
き
だ

ろ
う
か
。
非
日
常
的
経
験
と
臼
常
的
経
験
の
関
係
を
、
非
日
常
的
「
経
験
」
と
日
常
的
「
反
省
」
の
関
係
、

つ
ま
り
勺
神
秘
的
経
験
」
と
っ
哲
学
的
反
省
」
の
関
係
に
置

き
直
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
有
効
な
銭
近
法
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
神
秘
的
経
験
は
例
外
的
な
現
象
で
あ
る
か
ら
、
本
質
的
に
科
学
の
観
察
や
笑
験
の
対
象
に
は
な
り

難
い
も
の
だ
。

ベ
ル
ク
ソ
ン

(zgユ∞
R
m
ω
Oロ
円
∞

g
i
s
t
)
の
哲
学
的
立
場
は
、

一
貫
し
て
経
験
的
事
実
と
そ
れ
に
基
づ
く
推
論
に
依
拠
す
る
方
法
を
取
る
こ
と
に

あ
る
が
、
彼
が
企
図
す
る
の
は
、
哲
学
的
方
法
と
し
て
の
「
直
観
」
の
強
化
に
よ
っ
て
考
察
対
象
を
拡
大
・
深
化
さ
せ
、
且
つ
動
的
現
実
の
う
ね
り
に
沿
っ
た
概
念
形
成

を
目
指
す
こ
と
を
通
し
て
、
「
経
験
的
な
形
而
上
学
し
を
樹
立
す
る
乙
と
で
あ
る
。
哲
学
的
思
索
、
即
ち
習
慣
的
思
考
か
ら
直
観
へ
の
復
帰
が
、
勺
思
考
の
働
き
の
自
然
な

傾
斜
を
遡
る
こ
と

L
Q
P
A
・N
C
岱
)
で
あ
り
、
「
人
間
的
条
件
を
超
え
出
る
努
力

L
Q
Z
・N
円
∞
)
で
あ
る
限
り
、

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
「
死
の
訓
練
」
と
も
一
脈
通
じ
る
、

思
考
転
換
の
苦
行
に
も
似
た
訓
練
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。

ベ
ル
ク
ジ
ン
の
意
味
す
る
「
直
視
L

と
は
、
「
見
ら
れ
た
対
象
と
殆
ど
不
可
分
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
で
あ
り
、
対
象
と
の
つ
接
触
」
や

J
致
」
で
さ
え
あ
る
が
、
士
院
観
の

領
域
は
無
意
識
の
辺
縁
に
迫
る
「
拡
大
さ
れ
た
意
識
L

へ
と
深
ま
り
、
更
に
」
忠
誠
一
般
」
つ
ま
り
「
生
命
的
な
も
の
」
へ
も
広
が
り
う
る
。

の
み
な
ら
ず
、
っ
物
質
的
字

宙
」
も
そ
れ
が
内
含
す
る
変
化
や
運
動
の
故
に
、
直
観
の
領
域
に
属
す
る
。
高
一
観
の
中
心
的
な
働
き
は
、
空
間
や
言
語
の
プ
リ
ズ
ム
を
屈
折
し
な
い
っ
精
神
に
よ
る
精
神

の
菌
接
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
(
司
玄
・
N

吋
)
だ
が
、
直
観
は
精
神
だ
け
で
な
く
、

一
般
や
生
命
、
更
に
は
「
物
質
的
な
事
物
の
中
に
す
ら
精
神
牲
を
分
有
す
る
と
こ
ろ
を
把

援
し
よ
う
と
す
る
」
(
吋
又
・

3
)
の
で
あ
る
。
ま
た
、
直
観
は
対
象
と
の
「
一
致
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
精
神
的
共
感
」
(
司
ヌ
-
N
N
白
)
で
あ
り
、
高
次
の
思
考
能
力
と
し
て

の
「
反
省
L

(

で
玄
・

8
)
で
あ
る
。
「
直
線
的
に
考
え
る
と
は
、
持
続
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
」
(
勺
玄
・

ω

(

)

)

だ
が
、
直
観
と
持
続
は
同
じ
で
は
な
い
。
ド
ゥ
ル

i
ズ
の
表
現
を

借
り
れ
ば
、
「
直
観
と
は
我
々
が
自
分
間
有
の
持
続
か
ら
出
る
運
動
で
あ
り
、
我
々
の
上
や
下
に
広
が
る
他
の
持
続
の
存
在
を
直
接
確
認
し
認
識
す
る
た
め
に
自
分
の
持
続

(
J
}
 

を
用
い
る
運
動
で
あ
る
。
」

直
観
な
き
持
続
は
単
な
る
心
理
的
経
験
に
す
ぎ
ず
、
持
続
な
き
直
観
は
合
一
し
た
対
象
の
質
的
差
異
を
識
別
し
え
ま
い
。
連
続
は
見
る
こ
と

我
々

に
お
い
て
全
体
を
把
握
す
る
能
力
で
あ
り
、
持
続
は
そ
の
直
観
の
働
く
場
を
規
定
す
る
意
識
の
「
緊
張
l

弛
緩
」
の
原
理
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
方
法
と
し
て
の
直
慨
は
、

守
口
}

っ
て
、
持
続
の
緊
張
度
に
応
じ
て
存
在
の
多
様
な
分
節
を
一
両
発
見
す
る
運
動
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
荘
一
観
の
努
力
は
人
間
性
の
混
在
の
故
に
、
様
々
な
高
さ
と
拡
が
り
で
遂
行
さ
れ
、

ま
た
誼
観
は
知
牲
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
他
な
い
か
ら
、

い
ず
れ
観
念
に
跨
が

る
こ
と
に
な
る
。
こ
と
に
発
生
す
る
の
が
、
直
観
と
言
葉
(
概
念
)

の
弁
証
法
で
あ
る
。
知
性
が
不
動
か
ら
出
発
し
て
、
相
互
外
在
的
な
不
動
性
を
以
て
運
動
を
再
構
成

折
息
子
・
思
想
論
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第
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

九。

し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
直
観
は
運
動
か
ら
出
発
し
て
、
運
動
を
現
実
と
し
て
把
握
す
る
。
知
性
は
空
間
や
概
念
の
不
動
性
の
中
で
休
ら
う
が
、
習
慣
的
思
考
の
転

換
と
し
て
の
直
観
は
忍
耐
を
強
い
る
も
の
だ
。
し
か
も
、
直
観
は
一
種
の
反
省
で
あ
る
限
り
、
最
後
に
は
概
念
の
中
に
宿
る
こ
と
に
な
る

D

知
性
と
直
観
の
違
い
は
、
観

念
の
明
断
性
に
関
し
て
端
的
に
現
れ
る
。
知
性
に
と
っ
て
新
し
い
観
念
が
明
断
な
の
は
、
既
存
の
諸
要
素
で
そ
れ
を
再
構
成
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
直
観
か
ら
生

じ
た
観
念
は
、
最
初
は
い
つ
も
不
明
瞭
で
あ
り
、

そ
れ
は
絶
対
的
に
新
し
く
単
純
な
観
念
で
あ
る
故
に
、

そ
の
認
識
に
は
忍
耐
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、

一
日
一
そ
の
観

念
を
受
容
し
て
世
界
を
そ
れ
と
共
に
捉
え
る
過
程
で
、
不
分
明
さ
は
次
第
に
消
滅
し
、
諸
問
題
は
解
決
さ
れ
る
よ
り
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
新
た
な
観
念
は
諸
問
題
を

取
り
巻
く
不
分
明
さ
を
消
滅
さ
せ
る
が
、
そ
の
周
囲
に
放
射
さ
れ
た
光
が
観
念
に
反
射
し
て
観
念
自
身
も
一
一
層
明
断
に
な
る
、
と
い
う
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

(
司
云
・
ω
N
)

直
観
の
様
本
義
は
、
「
精
神
に
よ
る
精
神
の
直
接
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
直
観
に
感
覚
的
な
「
見
る
」
働
き
を
超
え
た
高
次
の
「
見
る
」
働
き
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
直
観
も
「
自
己
を
伝
達
す
る
に
は
、
観
念
に
跨
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
直
観
は
好
ん
で
イ
メ
!
ジ
の
縁
が
取
り
巻
い
て
い
る

最
も
具
体
的
な
観
念
に
訴
え
る
だ
ろ
う
。
」
(
句
玄
ム
N
)

直
観
は
観
念
の
既
成
服
を
拒
み
つ
つ
、
観
念
の
中
に
身
を
移
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
直
観
は
言
葉
に
よ
る
指
示
を
逃
れ

な
が
ら
も
、
言
葉
に
よ
っ
て
際
限
な
く
諮
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
直
観
と
概
念
(
或
い
は
知
性
)

の
弁
証
法
的
運
動
が
始
ま
る
が
、

そ
の
両
者
を
媒
介
す
る
の
は
イ
メ

l

ジ
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
直
観
と
そ
れ
を
表
現
す
る
抽
象
的
概
念
の
中
間
に
位
置
し
、
自
に
見
え
る
点
で
は
物
質
に
近
い
が
、
触
れ
ら
れ
な
い
点
で
は
殆
ど
精
神
と
言

え
る
。
イ
メ
ー
ジ
で
取
り
巻
か
れ
た
観
念
に
お
い
て
は
、
比
織
や
比
較
が
壬
一
口
表
不
可
能
な
も
の
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
抽
象
的
言
語
が
精
神
を
物
質
に
置
換
し
て
表
象
し

て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
媒
介
的
イ
メ
ー
ジ
」
(
山
吉
∞
m
O
B足
S
E
S
)
(
匂ヌ・
50)
に
訴
え
る
方
法
は
決
し
て
迂
回
と
は
言
え
な
い
。

思
弁
的
能
力
と
し
て
の
知
性
の
働
き
は
、
現
実
の
流
動
を
「
一
一
一
一
口
葉
と
空
間
」
を
介
し
て
分
析
し
、
「
行
動
の
観
点
」
か
ら
有
用
な
相
互
外
在
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
越
し
に

世
界
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
運
動
よ
り
も
不
動
、
時
間
よ
り
も
空
間
で
あ
る
。
具
体
的
な
直
観
は
と
の
抽
象
的
な
概
念
の
鋳
型
の
中
に
身
を
移
さ

ざ
る
を
え
な
い
が
、

そ
の
際
に
動
的
現
実
の
う
ね
り
に
沿
っ
た
出
来
る
限
り
銚
え
の

(
既
成
で
は
な
く
)
概
念
の
鋳
型
の
中
に
身
を
移
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う

D

直
観
か
ら
概
念
に
移
る
こ
と
は
、
自
ら
の
持
続
的
緊
張
の
弛
緩
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
反
対
に
観
念
か
ら
直
観
に
移
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は

例
え
ば
、
パ
リ
を
映
し
た
断
片
的
な
写
真
を
い
く
ら
寄
せ
集
め
て
も
、
現
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
瞬
間
に
感
じ
る
印
象
を
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
事
情
は
似
て

い
る
。

実
際
の
パ
リ
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
逆
に
そ
の
写
真
も
生
き
て
く
る
。
直
観
の
概
念
化
は
可
能
だ
が
、
概
念
の
直
観
化
は
不
可
能
で
あ
る

D

こ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の



発
想
の
根
底
に
は
、
精
神
の
弛
緩
か
ら
物
質
性
や
知
性
は
生
ま
れ
る
が
、

そ
の
逆
は
真
な
ら
ず
と
す
る
、
「
緊
張
i

弛
緩
」
に
関
す
る
哲
学
的
な
根
本
直
観
が
あ
る
。
他
方
、

な
る
ほ
ど
概
念
は
直
線
を
産
み
え
な
い
に
し
て
も
、
誼
観
に
復
帰
す
る
踏
み
台
と
な
る
こ
と
は
あ
ろ
う
。
直
観
を
捉
え
る
の
は
た
だ
直
観
の
み
だ
が
、
概
念
と
の
関
わ
り

の
中
で
誼
観
へ
の
復
帰
が
関
か
れ
う
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
概
念
的
平
面
と
の
接
触
を
、
現
実
の
深
み
に
思
考
の
垂
鉛
を
投
げ
入
れ
る
た
め
の
反
動
力
と
し
て
利
用
す
る

時
だ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
、
「
媒
介
的
イ
メ
ー
ジ
」
を
介
し
た
直
観
と
概
念
の
弁
証
法
的
運
動
は
、
直
観
の
つ
否
定
の
力
」
(
直
観
は
何
よ
り
も
既
成
の
否
定
で
あ
る
)

に
よ
っ
て
カ
動
性
を
獲
得
す
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
前
述
の
日
常
的
経
験
を
更
に
内
的
経
験
と
外
的
経
験
に
分
け
る
な
ら
ば
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
再
発
見
し
た
ブ
意
識
の
持
続
」
は
、
内
的
経
験
の
特
性
を
表
現
し
た

も
の
で
あ
り
、
外
的
経
験
は
も
う
一
つ
の
実
在
(
物
質
)
に
対
す
る
精
神
の
態
度
を
屈
折
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
知
覚
は
物
質
的
振
動
の
膨
大
な
長
い
歴
史
を

一
瞬
の
内
に
圧
縮
し
た
形
で
勺
可
能
的
な
行
動
」
を
素
描
し
、
知
性
は
現
実
の
不
断
の
流
動
を
明
徳
な
状
態
や
運
動
体
と
し
て
捉
え
る
口
ベ
ル
ク
ソ
ン

寸
生
へ
の

注
意
」
(
え
広
口
汁
{
O
門
戸
川
門
広
三
め
)
が
一
般
に
物
質
世
界
(
外
界
)
で
の
行
動
に
傾
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
注
意
が
自
ら
の
内
側
に
屈
折
す
る
時
、
意
識
世
界
(
内
界
)

の
不
断
の
流
動
が
発
見
さ
れ
る
。
意
識
は
過
去
の
保
持
と
未
来
の
予
期
を
含
ん
だ
、
自
己
創
造
的
な
持
続
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
秘
的
経
験
は
、
こ
の
内

と
外
の
誌
分
そ
の
も
の
が
無
効
と
な
る
様
な
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
的
経
験
を
一
更
に
内
に
突
破
し
、
外
的
経
験
を
更
に
外
に
突
破
し
つ
つ
、

そ
れ
ら
を
超
越
的
に
包
摂

す
る
経
験
と
一
一
一
一
問
え
る
。
こ
の
内
的
経
験
・
外
的
経
験
と
神
秘
的
経
験
と
の
間
に
は
、
容
易
に
は
超
え
が
た
い
深
淵
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
乙
の
質
的
断
絶
に
架

橋
す
る
方
法
を
探
る
こ
と
が
、
神
秘
主
義
の
理
解
に
不
可
避
な
課
題
と
な
る
。

神
秘
的
経
験
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
と
と
は
、
神
秘
家
達
の
一
一
言
動
の
類
似
性
で
あ
る
。
彼
ら
の
外
面
的
相
似
は
、
伝
統
や
教
義
の
共
通
に
よ
る
と
し
て
も
、
深
部
で
の

一
致
は
直
観
が
同
一
な
こ
と
の
印
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
相
互
一
致
の
事
実
か
ら
藍
ち
に
、
神
秘
的
経
験
の
客
観
的
価
値
が
帰
結
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
用
い
る
方
法
は
、
容
易
に
は
実
体
験
で
き
な
い
他
者
(
神
秘
家
)

の
経
験
を
自
分
の
経
験
と
推
論
の
全
体
で
以
て
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
直
観
的
能
力

の
個
人
差
を
認
め
つ
つ
も
、
ま
ず
経
験
に
訴
え
る
こ
と
を
最
優
先
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
、
経
験
と
推
論
以
外
の
真
理
の
出
所
を
認
め
な
い

9

神
秘
的
経
験
と
い
え

ど
も
神
秘
家
に
よ
る
経
験
的
事
実

い
な
い
。
だ
が
、
神
秘
的
経
験
が
そ
れ
単
独
で
決
定
的
に
確
実
な
真
理
を
哲
学
者
に
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、

そ
の
経
験
が
完
全

な
雑
信
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
思
考
の
専
門
家
と
し
て
哲
学
者
が
感
覚
的
経
験
や
そ
れ
に
基
づ
く
推
論
と
い
う
加
の
道
を
通
っ
て
、

そ
の
種
の
経
験
が
あ
り
う
る
と
考

え
る
に
至
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
神
秘
的
経
験
が
客
観
的
価
値
を
持
ち
う
る
た
め
に
は
、
哲
学
や
科
学
が
依
拠
す
る
客
観
的
な
経
験
と
妥
当
な
推
論
に
よ
っ
て
、

そ
の

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
号

九



ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

九

種
の
経
験
の
可
能
性
や
蓋
然
性
が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
他
者
の
神
秘
的
経
験
の
蓋
然
性
が
保
証
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
己
と
他
者
の
問
に
本
質
的
な
共
感
が
成
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
勿
論
、
乙
れ
は

循
環
論
法
で
あ
っ
て
、
こ
の
議
論
の
進
め
方
自
体
が
神
秘
的
経
験
の
有
意
味
性
を
黙
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
で
触
れ
た
「
経
験
」
や
「
現
実
」
の
拡
が
り
ゃ
深

さ
の
次
元
が
、
改
め
て
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
神
秘
的
経
験
は
通
常
の
経
験
を
超
え
た
実
在
の
深
み
を
哲
学
に
提
供
し
、
哲
学
は
思
惟
の
客
観
性

を
神
秘
的
経
験
に
投
げ
返
す
と
い
う
、
両
者
の
相
互
補
強
や
相
互
補
足
が
必
要
な
こ
と
を
力
説
す
る
。
(
ロ
ω
'
M
g
iNmm)

哲
学
的
説
明
の
中
に
卓
抜
な
比
倫
を
駆
使
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
ペ
ル
ク
ソ
ン
が
、
こ
こ
で
援
用
す
る
の
は
、
「
事
実
の
線
分
」
の
比
憾
で
あ
れ

)
O

個
々
の
経
験
的
事
実

を
線
分
に
な
ぞ
ら
え
、

そ
の
一
本
一
本
の
線
分
は
充
分
な
長
さ
を
持
た
ぬ
た
め
に
、
単
に
真
理
の
方
向
し
か
指
し
示
さ
な
い
「
事
実
の
線
分
」
と
見
立
て
る
。
測
量
技
師

な
ら
、
直
接
足
を
運
べ
な
い
地
点
へ
の
距
離
を
測
る
た
め
に
は
、
到
達
可
能
な
二
地
点
か
ら
問
題
の
地
点
へ
方
向
鏡
照
準
を
つ
け
る
つ
交
会
測
量
法
」

(
B
m
p
o
号
。品。

誌の
O
ロ
3
5
2
3
を
採
用
す
る
だ
ろ
う

D

普
通
人
に
は
経
験
さ
れ
ぬ
稀
有
な
神
秘
的
経
験
が
指
し
示
す
地
点
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
そ
の
様
々
な
「
事
実
の
線
分
」
(
神
秘
家

の
証
言
)

が
指
し
示
す
方
向
を
、
比
較

・
検
討
し
つ
つ
相
互
に
照
合
さ
せ
る
「
交
会
測
量
法
」
に
よ
っ
て
測
定
す
る
他
は
な
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
こ
そ
形

而
上
学
を
決
定
的
に
進
歩
さ
せ
う
る
唯
一
の
方
法
で
あ
り
、

そ
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
が
漸
次
蓄
積
さ
れ
、
次
第
に
蓋
然
性
の
度
合
い
を
増
し
て
行
く
知
識
に

到
達
す
る
「
経
験
的
な
形
而
上
学
」
の
樹
立
が
可
能
と
な
る
。
神
秘
説
を
哲
学
的
探
究
の
つ
有
力
な
補
助
線
」
と
し
て
積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
、

学
と
神
学
の
間
に
あ
る
間
隙
を
狭
め
え
た
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
哲

神
秘
主
義
に
対
す
る
基
本
理
解

で
は

そ
の

「
事
実
の
線
分
L

の
照
合
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
ペ
ル
ク
ソ
ン
が
神
秘
主
義
を
如
何
に
捉
え
た
か
窺
っ
て
み
よ
う
。
彼
の
見
解
は
、
晩
年
の
主
著
で
あ

る
『
道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源
泉
』
(
忌
ω
N
)
(
以
下
、

『
二
源
泉
』
と
略
記
)
の
特
に
第
三
章
「
動
的
宗
教
」
に
集
中
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
の
宗
教
諭
の
概

安
を
『
二
源
泉
』
に
即
し
て
摘
ん
で
お
き
た
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

『
二
源
泉
』
で
人
間
の
基
本
的
特
性
で
あ
る
つ
知
性
L

と
「
社
会
性
L

を
生
命
の
進
化
運
動
全
体
の
内

へ
位
置
づ
け
直
し

生
命
学
的
な
射
程
の
下
で
人
間
現
象
を
抱
握
す
る
方
向
を
探
っ
て
い
る
。
前
著
『
創
造
的
進
化
』

(
5
0吋
)
を
椋
底
か
ら
支
え
た
根
本
直
観
は
、

寸一、
r
k
T

司
寸

l
寸
ご
付

す
る
笑
在
と
し
て
の
物
質
」
の
抵
抗
の
中
を

「
上
昇
す
る
実
在
と
し
て
の
生
命
」
の
奔
流
が
寅
い
て
行
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。

所
謂
「
生
命
の
躍
動
L



(
m
E
D
i
s
{
)
の
学
説
は
、
経
験
的
事
笑
を
煮
詰
め
た
も
の
、

い
わ
ば
事
実
の
要
約
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
宗
教
に
は
「
静
的
宗
教
」

と
勺
動
的
宗
教
」
と
い
う
こ
つ
の
源
泉
が
あ
る
。
「
静
的
宗
教
」

({2・
巳
一
位
。
口
広
忠
一

35)
は
生
命
の
躍
動
の
一
旦
停
止
、
乃
至
は
中
断
と
し
て
発
生
し
た
生
物
種
と
し
て

の
人
類
の
特
定
社
会
(
地
縁
的
血
縁
的
共
同
体
)

の
保
存
の
た
め
に
機
能
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
動
的
宗
教
」

(
E
Bロ
阿
古
口
品
目
、
コ

ω
5
5
5
)
は
人
類
を
産
み
出
し
た

生
命
の
躍
動
の
根
源
に
触
れ
た
神
秘
家
が
そ
の
運
動
性
を
自
ら
の
行
動
原
理
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
二
源
泉
』
に
フ

l
ガ
の
如
く
現
れ
る
「
開
い
た
も
の
」
と
「
閉
じ
た

も
の
」
の
対
概
念
は
、
基
本
的
に
は
生
命
の
院
動
と
合
一
し
た
動
的
在
り
様
と
、

そ
の
躍
動
が
中
断
し
た
静
的
在
り
様
の
対
立
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

人
間
種
の
出
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
創
造
的
限
動
の
停
止
に
お
い
て
、
人
間
知
性
が
産
み
出
さ
れ
た
時
に
、
幻
覚
的
表
象
を
作
り
出
す
仮
構
機
能
も
一
緒
に
人
間
知
性

の
内
部
へ
産
み
出
さ
れ
た
。
当
面
の
利
害
か
ら
離
れ
て
観
察
を
行
な
い
、
諸
現
象
を
比
較
し
帰
納
し
一
般
化
し
、
未
来
を
予
見
す
る
「
知
性
」
の
働
き
は
、

そ
の
一
反
一
自
に

お
い
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
勧
め
、
死
の
不
可
避
性
を
表
象
し
、
反
省
に
伴
う
時
空
の
隙
潤
に
不
測
の
事
態
を
招
く
と
い
う
負
性
の
働
き
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
生
へ
の
密

着
に
生
じ
た
欠
損
を
埋
め
合
わ
す
任
に
あ
た
る
の
が
、
自
然
が
用
意
し
た
「
静
的
宗
教
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
知
性
の
持
つ
解
体
力
に
対
す
る
自
然
の
防
御
反
応
L
(

ロ
ω
・H
N
ご

と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
他
方
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
、
生
命
の
躍
動
が
出
て
来
た
そ
の
根
源
に
遡
る
乙
と
、

つ
ま
り
知
性
を
取
り
巻
く
直
観
を
強
化
し
、

そ
れ
を
行
動
へ

と
完
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
っ
た
。
生
命
の
根
源
力
と
の
合
一
の
次
元
に
魂
を
移
す
神
秘
主
義
は
、
「
動
的
宗
教
」
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
既

成
宗
教
は
、
神
秘
主
義
が
自
ら
の
色
調
と
香
気
を
多
少
な
り
と
も
与
え
つ
つ
硬
化
し
た
形
態
と
言
え
る
。
神
秘
主
義
に
対
す
る
宗
教
の
関
係
は
、
恰
も
科
学
に
対
す
る
科

学
の
通
俗
化
の
関
係
に
等
し
く
、
両
者
一
は
相
互
に
条
件
づ
け
合
っ
て
い
る
。

さ
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
真
の
「
神
秘
主
義
」
を
「
生
命
の
躍
動
」
と
の
関
係
で
規
定
す
る
な
ら
ば
、
「
そ
れ
の
位
置
は
、
物
質
中
を
貫
い
て
放
出
さ
れ
た
精
神
の
奔
流

が
、
お
そ
ら
く
達
し
よ
う
と
望
み
な
が
ら
現
実
に
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
地
点
に
あ
る
し
(
ロ
ω
-
N
N
⑦
)
と
言
う
。
彼
は
J

伸
秘
主
義
を
人
類
の
進
化
し
た
状
態
の
先
取
り
と
し

て
把
援
す
る
。
神
秘
家
は
各
々
が
独
自
の
霊
性
を
体
現
す
る
故
に
、
そ
の
出
現
の
都
度
「
唯
一
の
固
体
か
ら
成
る
新
し
い
種
の
創
造
」
(
ロ

ω
・
ミ
)
と
言
う
べ
き
も
の
と
な
る
ο

ふ
つ
ギ
品
、

}
L
Y
J
A
i
y
 

も
う
既
に
出
現
し
た
来
る
べ
き
新
入
額
、

そ
れ
が
神
秘
家
で
あ
る
。

神
秘
主
義
広
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
基
本
理
解
は
、
次
の
二
つ
の
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
「
偉
大
な
神
秘
家
と
は
人
間
種
の
物
質
性
の
故
に
指
定
さ

れ
た
様
々
な
制
限
を
-
来
り
超
え
、
神
の
働
き
を
続
け
、

か
く
し
て
そ
れ
を
更
に
先
へ
伸
ば
し
て
行
く
よ
う
な
個
性
だ
ろ
う
」
(
ロ
ω
-
N
ω
ω
)
と
い
う
言
葉

ωで
あ
り
、
今
一
つ

は
っ
そ
れ
(
完
全
な
神
秘
、
王
義
〕
は
行
為
で
あ
り
、
創
造
で
あ
り
、
愛
で
あ
ろ
う
」
(
ロ
ω-Nω
∞
)
〔
括
弧
内
は
筆
者
の
補
足
)
と
い
う
一
一
一
一
口
業
似
で
あ
る
。
『
二
源
泉
』
に
即
し

哲
学
・
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

九
四

て
、
こ
の
一
一
言
葉

ωと
言
葉

ωの
意
味
の
解
明
を
試
み
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
動
的
宗
教
の
中
核
を
な
す
神
秘
主
義
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
東
洋
(
特
に
イ
ン
ド
)
と

キ
リ
ス
ト
教
の
三
つ
に
分
け
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
エ
レ
ウ
シ
ス
の
密
儀
や
デ
ィ
オ
ニ
ュ

l
ソ
ス
の
密
儀
に
浸
透
し
て
い
た
宗
教
的
熱
中
は
、

そ
の
後
継
者
た
る
オ
ル
ア
ェ
ウ
ス
の
密
儀
に
歪
つ

て
、
神
秘
家
の
個
性
的
表
現
と
し
て
姿
を
現
わ
し
た
。
こ
の
程
の
陶
酔
状
態
を
も
た
ら
し
た
神
秘
精
神

(
5
5
ヨ立
35)
こ
そ
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
論
証
的
思
惟

(
E
E巴
R
Zき
め
)

の
展
開
を
街
き
動
か
し
た
こ
と
、

ま
た
そ
の
哲
学
的
展
開
が
帰
趨
し
た
理
説
が
純
粋
理
性
を
超
え
出
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
最

初
の
霊
感
は
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
、
否
お
そ
ら
く
は
オ
ル
フ
ィ
ッ
ク
教
に
ま
で
遡
る
も
の
だ
が
、
そ
の
理
性
的
思
惟
は
遂
に
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
神
秘
説
に
開
花
し
た
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
理
性
的
思
惟
の
努
力
と
、
超
越
的
実
在
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
そ
れ
と
の
合
一
を
知
性
の
彼
方
に
求
め
よ
う
と
す
る
神
秘
精
神
は
、
相
互
に
接
触
し
合
い
、

相
互
に
自
ら
の
要
素
を
他
に
与
え
な
が
ら
展
開
し
て
来
た
。

だ
が
、
神
秘
、
主
義
の
極
致
を
「
生
が
顕
わ
に
し
て
い
る
創
造
的
努
力
と
触
れ
合
う
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
こ
の
努
力
と
部
分
的
に
一
つ
に
な
る
こ
と

LSω
・
N
ω
ω
)
に
見
る

立
場
か
ら
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
的
発
展
の
究
極
点
に
立
つ
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
も
完
全
な
神
秘
主
義
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
確
か
に
彼
は
脱
我
の
境
地
ま
で
は
到

達
し
た
が
、
「
そ
の
最
終
段
階
を
更
に
踏
み
超
え
、
観
照
が
遂
に
は
行
為
の
内
へ
と
没
し
て
行
く
と
こ
ろ
、
人
間
の
意
志
が
神
の
意
志
と
一
つ
に
な
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
」
(
巴

ω・
Nω
品
)
か
ら
で
あ
る

D

何
よ
り
も
、
「
行
為
は
観
照
の
衰
弱
で
あ
る
」
と
い
う
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
言
葉
が
、

そ
の
辺
の
消
息
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
と
言
う
。

次
に
古
代
イ
ン
ド
で
は
、

神
秘
精
神
と
論
証
的
思
惟
は
助
け
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
何
れ
も
徹
底
で
き
ぬ
よ
う
に
妨
げ
合
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
イ
ン
ド

人
は
自
然
的
な
仮
構
機
能
が
支
配
す
る
社
会
の
外
へ
の
跳
躍
を
、

ソ
!
マ
と
呼
ば
れ
る
興
奮
性
飲
料
を
用
い
た
生
理
的
心
理
的
方
法
と
、
感
官
を
制
御
し
て
類
催
眠
状
態

を
誘
い
出
す
ヨ

l
ガ
の
行
法
の
二
通
り
の
方
法
で
試
み
た
。
彼
ら
の
関
心
は
過
酷
な
生
か
ら
の
脱
出
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、

果
て
し
な
い
生
と
苦
悩
と
か
ら
の
解
脱

を
訴
念
に
求
め
る
道
が
開
か
れ
た
。

バ
ラ
モ
ン
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
や
仏
教
で
は
煩
悩
の
断
滅
が
説
か
れ
、

と
り
わ
け
仏
教
で
は
苦
悩
の
原
因
と
そ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
道
が

一
段
と
学
識
的
に
四
一
部
・
八
正
道
の
形
で
説
き
明
か
さ
れ
た
。
そ
の
教
説
が
植
え
付
け
よ
う
と
し
た
確
信
の
真
髄
は
、

知
性
と
言
葉
を
超
え
た
一
種
の
脱
我
的
体
験
に
基

づ
く
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
あ
っ
た
。

仏
教
を
神
秘
主
義
と
認
め
る
の
に

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
菩
か
で
は
な
い
が

そ
こ
に
魂
が
旗
く
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
危
倶
し
て
お
り
、

も
し

蹟
く
と
す
れ
ば
、

そ
の
原
因
は
躍
動
不
足
に
よ
っ
て
運
動
が
「
中
途
で
停
止
し
て
、
人
間
的
生
は
灘
れ
な
が
ら
も
神
的
生
に
は
届
か
ず
、

二
つ
の
活
動
の
中
間
で
無
の
枝

畳
の
内
に
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
た
め
」
ハ
ロ
ω-Nω
∞
)
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。



ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
仏
教
は
高
揚
し
た
言
葉
で
慈
悲
を
薦
め
な
が
ら
も
熱
が
欠
け
て
い
た
。
仏
教
は
全
体
的
で
秘
義
的
な
献
身
を
知
ら
な
か
っ
た
と
指
摘
し
た
ゼ

l

デ
ル
プ
ロ
ム
の
見
方
に
同
意
し
て
、
彼
は
「
仏
教
は
人
間
的
行
為
の
効
力
を
信
じ
な
か
っ
た
」
(
ロ

ω
・
お
む
)
の
だ
と
一
一
一
一
口
葉
を
継
ぎ
足
す
。
彼
の
見
解
で
は
、

イ
ン
ド
に
お
け

る
完
全
な
神
秘
主
義
は
四
世
紀
末
以
降
に
出
現
し
た
ラ

i
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
や
そ
の
高
弟
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
!
ナ
ン
ダ
に
見
出
さ
れ
る
が
、

そ
れ
を
始
動
さ
せ
た
の
は
他
な
ら
ぬ

西
欧
の
産
業
文
明
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
人
は
西
欧
起
源
の
機
械
技
術
の
導
入
に
よ
る
組
織
や
制
度
の
改
革
を
通
し
て
、
無
力
感
に
端
を
発
す
る
厭
世
思
想
か
ら
解
放
さ
れ

た
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

一
方
で
は
躍
動
不
足
の
た
め
に
、
他
方
で
は
劣
悪
な
物
質
的
環
境
や
偏
狭
な
知
性
の
た
め
に
、
ギ
リ
シ
ア
や
イ
ン
ド
に
は
完
全
な
神

秘
主
義
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
考
え
る
完
全
な
神
秘
主
義
が
実
現
さ
れ
た
の
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
一
一
一
一
向
者
連
を
引
き
継
い
だ
偉
大
な
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
達

(mgEω
ヨヨ己
β5ω
与
門
丘
町
ロ
ω)、

例
え
ば
聖
パ
ウ
口
、
聖
プ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
聖
テ
レ
ジ
ア
、
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
遠
の
中
で
あ
る
口

ユ
ダ
ヤ
系
フ
ラ
ン
ス
人
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
が
完
成
さ
れ
た

姿
を
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中
に
見
る
の
で
あ
る
。
神
秘
家
の
行
動
は
見
神
体
験
や
悦
惚
と
い
う
異
常
状
態
を
含
む
故
に
、

し
ば
し
ば
精
神
病
患
者
と
同
類

祝
さ
れ
る
が
、

そ
の
確
国
た
る
「
知
的
健
康
」
や
「
良
識
」
に
よ
っ
て
見
紛
う
こ
と
な
く
識
別
さ
れ
る
。

ま
た
、
神
秘
家
自
身
、

そ
の
種
の
異
常
体
験
を
究
極
的
状
態
に

歪
る
た
め
の
途
上
の
出
来
事
と
見
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
お
そ
ら
く
聖
テ
レ
ジ
ア
遠
の
言
葉
に
助
け
ら
れ
て
、
神
秘
家
の
生
を
凡
そ
次
の
様
に
描
写
す
る
。
(
ロ

ω
・N

む
ー
虫
色
l

i

-

-

自
分
を
引
き
込
む
奔
流
に
よ
っ

て
深
層
を
震
骸
さ
れ
た
魂
は
、
自
己
自
身
を
軸
と
す
る
旋
回
を
一
瞬
や
め
、
自
分
が
呼
ば
れ
る
の
を
耳
に
し
た
か
の
様
に
立
ち
止
ま
る
。
魂
は
自
分
を
動
か
す
力
の
定
か

な
ら
ぬ
現
前
を
感
得
し
、

そ
こ
で
一
切
を
包
む
大
歓
喜
と
自
分
が
没
入
す
る
脱
我
が
起
こ
る
。
魂
は
神
の
壊
に
抱
か
れ
、
難
問
は
全
て
解
消
し
て
し
ま
う
。
暗
さ
と
い
う

暗
さ
は
吹
き
払
わ
れ
て
、
光
一
元
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
脱
我
に
は
影
の
如
く
に
不
安
が
付
き
ま
と
う
。
魂
は
確
か
に
思
考
の
上
で
も
情
感
の
上
で
も
神
の
内
へ
没
し
て

¥品、，，合、
J

、

し
一
三
ー
ヵ

ま
だ
意
志
が
合
一
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
静
安
の
内
に
立
ち
騒
ぐ
心
こ
そ
、
完
全
な
神
秘
主
義
の
特
徴
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
神
秘
家
遠
の
語
る
関

夜
や
砂
漠
は
、
こ
う
し
た
魂
の
心
象
風
景
を
象
徴
す
る
表
現
で
あ
る
。
神
の
意
志
と
の
合
一
が
決
定
的
と
な
っ
た
後
は
、
神
秘
家
の
魂
に
と
っ
て
た
だ
源
泉
か
ら
の
生
命

の
充
浪
、
巨
大
な
躍
動
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
魂
は
単
純
性
に
導
か
れ
て
現
状
の
錯
綜
を
突
破
し
、
神
に
は
受
動
的
だ
が
人
間
に
は
能
動
的
な
「
神
の
協

動
者
」
(
戸

(tECBω
巴
立
)
と
な
る
。

以
上
の
概
観
か
ら
、
前
掲
の
一
一
一
日
深
川
W
と
言
葉

ωの
意
味
も
幾
分
か
は
明
確
に
な
ろ
う
。

生
命
の
創
造
的
躍
動
と
根
源
的
に
一
体
と
な
っ
て
働
い
て
い
る
人

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
号
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

九
六

間
像
l

i

-
-
未
来
の
理
想
像
だ
が
、
神
秘
家
は
既
に
そ
れ
を
現
実
化
し
た
l

l

l

を
素
描
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
生
物
種
で
あ
る
以
上
、
様
々
な
物
質
的
制
約
を

被
る
ζ

と
は
避
け
難
い
。
だ
が
、
神
秘
家
が
物
質
的
制
約
の
下
で
神
の
意
志
と

一
体
と
な
っ
て
神
の
働
き
を
更
に
先
へ
と
伸
ば
し
得
る
の
は
、
人
類
の
彼
方
へ
と
超
え
出

て
新
た
な
人
間
種
を
産
み
出
す
如
き
運
動
の
根
源
に
触
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
神
秘
家
の
愛
は
特
定
の
愛
の
対
象
を
持
た
ず
、
人
類
を
も
超
出
す
る
前
進
性
と
開
放
性

を
本
質
と
し
て
い
る
。

彼
ら
は
他
と
通
訳
不
能
な
独
自
の
霊
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
意
味
で
、
各
々
が
唯

一
無
二
の
新
人
種
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
言
葉
山
門
は

「
生
命
の

躍
動
」
が
「
J

仰
の
働
き
」
に
転
調
さ
れ
た
生
命
の
摂
源
的
地
平
か
ら
見
た
「
神
秘
」
家
L

の
定
義
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
一言
葉
例
は
、
「
完
全
な
神
秘
主
義
」
を
捉
え
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
行
為
」
と
寸
創
造
」
と
「
愛
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
内

容
は
、
「
神
」
観
念
と
の
関
連
の
中
で
照
射
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
神
秘
家
は
或
る
意
味
で
人
間
的
制
約
を
克
服
し
た

「超
人
」
で
あ
る
と
共
に
、

ま
た
神
の
働
一
き
の
全

き
受
勤
者
た
る
「
神
の
協
勤
者
」
、

そ
れ
故
に
小
さ
な
「
神
々
」
と
呼
ば
れ
う
る
存
在
で
も
あ
る
。
神
秘
家
の
位
置
は
、
寸
人
間
の
進
化

(神
化
)
」
と
「
神
の
人
間
化
」
が

交
差
す
る
地
点
に
あ
る
。

っ
行
為
」

と
「
創
造
し
と
「
愛
」
は
、
J
仰
の
意
士
山
と
の
合
一

」
と
い
う
究
極
的
状
態
が
有
す
る
力
動
性
の
三
側
面
を
表
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は

人
間
の
魂
の
三
様
態
(
知

・
情

・
意
)
を
超
越
的
に
包
括
し
つ
つ
、

な
お
そ
れ
ら
と
部
分
的
な
対
応
を
持
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
神
の
「
観
念
」

と
神
の
「
現
実
」
の
混
同
で
あ
る
。
社
会
が
行
動
の
便
宜
で
個
人
に
用
意
し
た
概
念
に
縛
ら
れ
て
、
現
笑
と
対
応
し
な
い
言
葉
や
疑
似
問
題
と
格
闘
す
る
と
と
は
、
極
力

回
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

コ
付
為
」
(
仰
の
丘
O

戸
)
の
反
対
概
念
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
寸
観
照
」
(
の
O

ロ門
05
1
E
Eロ
)
で
あ
る
。
物
事
の
本
質
的
形
相
を
眺
め
る
「
観
照
」
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で

は
精
神
の
最
高
の
働
き
と
さ
れ
、

そ
れ
に
対
し
共
同
体
で
の
対
人
関
係
と
し
て
自
己
目
的
的
に
成
立
す
る

「
実
践
」
(
行
為
)
や
、
対
物
関
係
と
し
て
自
己
の
外
に
目
的
を

持
つ
「
制
作
」
は
一
段
低
い
精
神
の
働
き
と
さ
れ
た
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ
で

「行
為
」
に
与
え
る
意
味
は
、

そ
れ
と
は
全
く
異
質
で
あ
る
。
思
考
や
感
情
の
面
だ
け
で

な
く
、
意
志
の
商
で
も
神
と
合
一
す
る
点
に
神
秘
主
義
の
完
成
を
見
る
立
場
で
は
、
「
観
照
」
は
主
知
主
義
的
態
度
、

或
い
は
開
か
れ
つ
つ
あ
る
魂
の
態
度
と
し
て
一
面
否

定
的
に
捉
え
ら
れ
る
口
そ
れ
は
一
旦
は
身
を
起
こ
し
た
が
、
腿
動
不
足
の
故
に
「
開
い
た
も
の
」

へ
は
超
出
で
き
ず
に
、
魂
を
知
性
の
平
面
に
触
れ
さ
せ
、
捨
て
去
っ
た

「閉
じ
た
も
の
L

に
は
無
関
心
を
行
ず
る
態
度
で
あ
る
。
乙
の
観
念
と
行
為
の
間
隙
を
飛
び
超
え
る
に
は

十
分
な
躍
動
力
が
必
要
で
あ
る
。
完
全
な
神
秘
主
義
と
は

「
行
動
的
神
秘
主
義
」
(
日
百
円
一
巳
ω
5
0
お
5
2け)の
謂
で
あ
る
。
行
為
に
対
す
る
観
照
の
優
位
を
逆
転
さ
せ
、
行
為
を
観
照
の
上
位
に
置
く
(
或
い
は
観
照
の
後
に
置
く

行
為
観
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
提
出
す
る
わ
け
で
あ
る
。



但
し
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
「
行
為
」
概
念
は
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
「
行
動
す
る
た
め
に
見
る
」
(
き
町
七
O
C
円
山
間
町
)
と
言
わ
れ
る
日
常
的
認
識
、
及

び
そ
れ
を
方
法
的
に
厳
密
化
さ
せ
た
科
学
的
認
識
は
、
行
動
の
観
点
か
ら
時
間
を
空
間
化
し
、
運
動
を
不
動
に
還
元
す
る
操
作
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
物
事
の
本

一
質
を
洞
察
す
る
た
め
に
は
、
純
粋
に
「
見
る
た
め
に
見
る
L

(

ぐO
昨
匂

o
c
コ
S
S
必
要
が
あ
る
。
哲
学
的
思
索
に
入
る
際
に
は
、

い
。
だ
が
、
哲
学
的
方
法
と
し
て
の
直
線
が
現
実
を
「
持
続
の
相
の
下
に
L

捉
え
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
直
観
は
そ
れ
自
身
再
び
動
的
な
行
為
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る
は
ず

一
日
一
は
行
動
の
観
点
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な

で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
こ
そ
「
見
る
た
め
に
行
動
す
る
L

(

お一二
)
O
戸門ぐ

0
5
と
も
言
う
べ
き
行
動
的
神
秘
主
義
の
立
場
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
境
位
で
は
「
観
昭
ど
は

コ
打
為
」
に
連
動
し
、
観
照
的
行
為
と
呼
べ
る
様
な
行
為
的
地
平
が
切
り
拓
か
れ
る
だ
ろ
う
。

「
創
造
」

(
Q
E門

{
O
P
)
は
、
『
二
源
泉
』
以
前
の
著
作
で
は
意
識
の
創
造
的
自
由
や
生
命
の
創
造
的
進
化
を
意
味
し
て
い
た
。
『
二
源
泉
』
で
言
わ
れ
る
「
創
造
」
は
、
意

識
や
生
命
の
内
発
的
な
予
見
不
可
能
な
創
成
カ
の
他
に
、
神
と
被
造
物
の
関
係
を
射
程
に
入
れ
た
宇
宙
進
化
論
的
な
視
座
の
下
で
考
究
さ
れ
、

し
か
も
そ
の
「
創
造
」
原

理
は
、
寸
愛
」
の
原
理
と
結
び
つ
い
た
一
一
層
深
い
地
平
で
解
釈
し
直
さ
れ
て
い
る
。
『
創
造
的
進
化
』
で
の
生
命
の
躍
動
の
「
中
心
L

が
『
二
源
泉
』
で
は
創
造
主
た
る
「
神
」

ま
た
神
は
「
愛
で
あ
り
、
愛
の
対
象
で
あ
る

L
S
ω
Nミ
)
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る

)
O

で
あ
る
こ
と
、

神
秘
家
を
焼
き
尽
く
す
「
愛
」
(
山
5
0
C門)は、

理
性
の
名
の
下
に
薦
め
ら
れ
る
同
胞
愛
で
も
、
本
能
的
感
情
に
根
ざ
す
家
族
愛
や
祖
国
愛
で
も
な
い
。
神
秘
家
の
人
類

愛
は
、
人
間
の
刻
一
知
や
情
意
の
根
源
に
あ
る
愛
、

つ
ま
り
「
万
物
を
創
造
し
た
愛
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
愛
が
欲
す
る
こ
と
は
、
「
神
の
佑
助
を
得
て
、
人
間
種
の

創
造
を
完
成
す
る
こ
と
」
(
ロ
ω
・

5)で
あ
っ
て
、
「
被
造
物
|
|
|
種
と
し
て
の
人
間
1

1

1

1

を
創
造
す
る
努
力
に
変
え
、
定
義
の
上
か
ら
停
止
と
決
ま
っ
た
も
の
を
運

動
に
変
え
よ
う
と
す
る
。
」
(
ロ
ω
・N

ち
)
か
く
し
て
、
宇
宙
の
創
造
原
理
で
あ
る
「
生
命
の
限
動
」
(
巴
き
ぐ
片
山
{
)
は
、

そ
の
隠
さ
れ
て
い
た
笑
棺
、

即
ち
「
愛
の
制
限
動
」
(
色
山
口

〔

E
5
0
5
.
)
の
次
元
へ
と
転
調
さ
れ
る
。
愛
は
神
の
属
性
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
、
神
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
と
の
見
方
は
、
神
を
ペ
ル
ソ
ナ
と
見
倣
す
と
と
で
粗
雑
な
擬
人

鋭
に
陥
る
こ
と
を
防
い
で
く
れ
よ
う
。
我
々
が
神
を
必
姿
と
す
る
様
に
、
神
が
我
々
を
必
要
と
し
給
う
の
は
、
我
々
を
愛
す
る
た
め
以
外
に
は
な
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

創
造
は
「
創
造
す
る
者
た
ち
を
創
造
し
、
神
の
愛
を
受
り
る
に
値
す
る
存
在
を
仲
間
と
し
給
う
神
の
御
業
」
(巴
ω-N寸
C
)

と
似
附
さ
れ
よ
う
。
神
秘
家
が
示
唆
す
る
宇
宙
像
を

受
け
入
れ
る
時
、

J
子
街
と
は
、
愛
と
愛
さ
ず
に
お
か
ぬ
要
求
と
の
可
視
的
で
可
触
的
な
側
面
に
す
ぎ
な
い
」
(
ロ

ω
・
ミ
ご
と
言
わ
れ
る
如
き
壮
大
な
展
望
へ
と
我
々
は
導
か

れ
る
。以

上
、
完
全
な
神
秘
主
義
を
特
徴
づ
け
る
「
行
為
」
と
「
創
造
」
と
「
愛
」
の
性
格
を
一
瞥
し
た
。

そ
れ
ら
は
共
通

L
て
、
「
情
動
」
(
の
5
2
5コ
)
と
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
(
也
2
ω
O
D
P
O
)

折
息
子
・
思
想
論
集
第
十
八
号

守じ

J

J

4
J
J
t
 



ペ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

九
八

の
特
牲
を
帯
び
て
い
る
。
「
情
動
」
じ
よ
っ
て
こ
そ
意
志
は
衝
き
動
か
さ
れ
て
行
為
と
な
り
、
ま
た
芸
術
や
科
学
等
の
偉
大
な
創
造
の
起
源
に
は
必
ず
新
た
な
情
動
が
あ
る
。

情
動
は
感
情
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
「
魂
の
感
動
状
態
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
的
表
象
の
結
果
と
し
て
の
反
響
で
は
な
く
、
却
っ
て
知
的
要
素
に
生
命
を
与
え
る
「
知

性
以
上
の
も
の
」
(
ロ

ω
ム
H
)

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
新
し
い
道
徳
、
新
し
い
形
而
上
学
の
到
来
以
前
に
情
動
が
あ
り
、
こ
の
情
動
が
意
志
の
側
で
は
躍
動
と
な
っ
て
展
開

し
、
知
性
の
う
ち
で
は
説
明
す
る
表
象
と
な
っ
て
展
開
す
る
」
(
り
い
怠
)
と
一
一
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
情
動
の
高
い
評
価
は
、
魂
の
一
機
能
と
し
て
の
感
性
礼
譲

と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
「
創
造
力
」
に
し
て
且
つ
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
で
あ
る
と
す
る

一
見
一
融
和
し
難
い
二
項
を
含
む
神
観
を
成
立
さ
せ
る
も
の
こ
そ
、
「
愛
」
で
あ
る
。
非
ペ
ル
ソ
ナ
的

な
創
造
原
理
と
我
々
の
人
格
と
交
わ
る
ペ
ル
ソ
ナ
原
理
と
の
結
合
は
、
不
可
能
の
如
く
に
見
え
る
。
だ
が
、
創
造
原
理
が
非
ペ
ル
ソ
ナ
的
と
す
る
前
提
に
は
、
創
造
が
「
無

か
ら
の
創
造
¥
即
ち
初
め
に
無
や
混
沌
が
あ
っ
て
後
で
存
在
や
秩
序
が
付
加
さ
れ
た
と
す
る
先
入
見
が
潜
ん
で
い
る
。
無
の
観
念
は
、
有
の
否
定
と
い
う
論
理
的
操
作
と
、

求
め
た
も
の
が
無
い
故
の
失
望
と
い
う
心
理
的
契
機
を
穏
し
持
つ
た
め
に
、
有
の
観
念
よ
り
も
む
し
ろ
内
容
が
多
い
。
(
開
(
)
・
N
ω
ω
l
N
ω

∞
)
従
っ
て
、
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
考

え
を
廃
棄
す
れ
ば
、

ペ
ル
ソ
ナ
も
進
化
運
動
の
最
先
端
で
見
出
さ
れ
る
特
性
で
は
な
く
、
既
に
宇
宙
開
闘
の
時
に
潜
在
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
宇
宙
の
創
成
時
に
潜

在
す
る
「
超
意
識
」

(ω

毛
3
8
5己
2
3
)
の
想
定
(
問
(
U

・
N

品
。
ぃ
巴
)
や
、
っ
物
質
と
知
性
と
の
同
時
発
生
L
a
C
N
C
H
I
N
O
吋
)
に
関
す
る
仮
説
は
、
思
考
可
能
性
の
域
を
出
る

も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
意
識
の
緊
張
の
弛
緩
か
ら
物
質
の
発
生
を
説
く
大
胆
立
つ
壮
大
な
仮
説
は
、

ペ
ル
ソ
ナ
的
精
神
原
理
と
非
ペ
ル
ソ
ナ
的
物
質
原
理
の
峻
別
と

土
、
と
、

4」
/
l
v

そ
の
相
互
浸
透
の
可
能
性
を
も
強
く
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
完
全
な
神
秘
主
義
を
規
定
す
る
「
行
為
」
と
勺
創
造
」
と
寸
愛
」
は
、
不
完
全
な
神
秘
主
義
を
裏
側
か
ら
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
コ
行
為
」
の

対
極
に
は
「
観
昭
じ
が
あ
り
、
寸
創
造
L

な
き
所
は
「
空
無
」
で
あ
り
、
寸
愛
」
は
寸
法
制
問
」
の
冷
徹
性
と
反
対
で
あ
る
。
ベ

ル
ク
ソ
ン

の
神
秘
主
義
理
解
の
特
徴
は
、
む

し
ろ
そ
の
陰
画
的
な
対
照
を
通
し
て
こ
そ
鮮
明
に
見
え
て
く
る

D

彼
の
神
秘
主
義
理
解
の
当
否
に
関
し
て
は
、
今
ま
で
言
及
す
る
の
を
控
え
て
き
た
が
、
実
は
古
代
ギ
リ

シ
ア
や
イ
ン
ド
の
宗
教
思
想
に
対
す
る
評
価
に
は
、

多
少
の
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

前
に
引
用
し
た
「
行
為
は
観
照
の
衰
弱
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
自
身
の
表
現
で
は
、
「
人
び
と
の
ば
あ
い
で
も
、
観
照
す
る
力
が
弱
い
時
に
は
、

照
や
ロ
ゴ
ス
の
影
〉
と
し
て
の
実
践
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
L

と
い
う
も
の
と
関
連
が
あ
る
。

観

自
然
は
宇
宙
魂
の
影
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

自
然
の
続
昭
一
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
は
凡
ゆ
る
点
で
弱
い
と
い
う
文
脈
の
中
で

人
間
の
場
合
に
も
観
照
が
不
十
分
な
時
に
は

理
性
で
観
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
実
践
を
通
し
て
見
る
こ
と
に



な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
人
が
「
善
き
も
の
」
を
目
指
し
て
行
為
す
る
時
、

そ
の

J
脅
き
も
の
」
は
魂
の
外
で
は
な
く
、
魂
の
中
に
こ
そ
あ
る
故
に
、
実
践
が
自
指
す
の

は
、
結
局
は
観
照
と
そ
の
対
象
に
他
な
ら
な
い
。
人
は
笑
践
と
い
う
迂
路
を
経
て
観
照
に
帰
る
の
で
あ
り
、
観
照
に
基
づ
く
実
践
は
「
最
も
弱
い
観
照
」
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
観
照
L

は
自
然
な
F
3
2
)
の
観
照
か
ら
精
神
宮

05)
の
観
照
へ
、
更
に
は
一
者

(
g
Zロ
)
の
観
照
へ
と
深
め
ら
れ
、

そ
の
「
観
る
働
き
」
が
「
観
ら
れ
る

も
の
L

を
作
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
魂
(
匂
告
の
y
m
)
は
精
神
を
観
照
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
精
神
か
ら
溢
れ
出
た
ロ
ゴ
ス

(
精
神
の
内
容

に
満
た
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
自

分
の
子
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
を
産
み
、

そ
れ
が
素
材
に
作
用
し
て
自
然
物
を
作
る
と
さ
れ
る
。

ζ

う
し
て
一
者
の
観
照
の
た
め
に
は
魂
は
一
切
の
形
相
と
想
念
を
捨
て
る
べ

き
こ
と
を
説
き
、

ま
た
「
一
者
」
と
の
合
一
を
三
者
」
も
観
ら
れ
た
も
の
で
さ
え
な
く
魂
も
自
己
自
身
で
さ
え
な
い
「
脱
我

L
(
o
g
g巴
ω)
と
し
て
捉
え
な
が
ら
、
他
方

で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
こ
の
世
界
に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
取
る
。
「
こ
の
世
界
は
惑
な
り
」
と
主
張
す
る
グ
ノ

1
シ
ス
派
の
人
々
に
対
し
て
、
彼
は
こ
の
世
界
は
か
の
世

界
(
叡
知
界
)

の
自
然
必
然
的
な
模
像
で
あ
る
か
ら
、
神
は
こ
の
世
界
に
も
存
在
し
給
う
こ
と
、
こ
の
世
界
の
否
定
か
ら
は
徳
性
の
無
視
と
放
均
な
生
き
方
し
か
帰
結
し

な
い
こ
と
等
を
論
じ
、
こ
の
世
界
を
肯
定
し
つ
つ
、
か
の
世
界
へ
の
還
帰
を
待
ち
望
む
態
度
を
取
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
態
度
に
は
、
二
者
」
へ
と
還
帰
す
る
現
世
否
定
的

そ
の
「
一
者
」
か
ら
流
出
す
る
現
世
肯
定
的
側
面
の
両
面
が
同
時
に
共
存
し
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
史
上
の
位
置
に
関
し
て
、
「
イ
オ
ニ
ア
的
自
然
神

秘
主
義
と
、
密
儀
宗
教
的
霊
魂
神
秘
主
義
と
の
最
後
の
綜
合
」
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

別
川
西
と
、

1
1
 

ま
た
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば

ヨ
i
ガ
の
神
秘
的
-観
照
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
如
き
♂
烈
限
に
発
展
可
能
な
知
識
」

へ
と
は
遂
に
到
達
し
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
で
は

知
識
は
呂
的
と
い
う
よ
り
手
段
と
見
ら
れ
て
お
り
、
人
々
の
関
心
は
何
よ
り
も
過
酷
な
生
か
ら
の
脱
出
に
向
け
ら
れ
た
。

バ
ラ
モ
ン
教
も
仏
教
も
ジ
ャ
イ
ナ
教
も
煩
悩
の

断
滅
を
説
い
た
が
、

そ
の
教
説
が
植
え
付
げ
よ
う
と
し
た
確
信
は
、
寸
純
然
た
る
知
性
的
状
態
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
」
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
向
う
。
だ
が
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
見
解

は
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
い
。
創
造
的
躍
動
力
と
一
体
に
な
る
努
力
が
苦
楽
の
彼
岸
に
至
る
仏
教
的
な
道
で
も
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

ま
た
躍
動
不
足
の
故

に
魂
が
無
の
舷
量
に
陥
る
可
能
性
を
も
看
取
す
る
、
と
い
う
動
揺
が
見
受
け
ら
れ
る
。
「
神
秘
主
義
と
い
う
形
式
が
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
質
料
か
ら
切
り
離
さ
れ
う
る
こ
と

ー
ノ
ヤ
ト
L

司
ゴ
斗
h
品
、

uz-一日間〆
j
y

ジ
ャ
ン
ヌ

1
ダ
ル
ク
の
場
合
を
考
え
さ
え
す
れ
ば
十
分
だ
ろ
う
」
(
ロ

ω-N2)
と
言
う
彼
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
額
面
通
り
に
は
受
け
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
切
の
議
論
は
、
た
ぶ
ん
「
行
為
」
概
念
の
内
容
の
問
題
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
仏
陀
の
境
地
(
即
ち
合
一
や
浬
繋
)
は
、
永
遠
の
静
寂
に
お
け
る

独
立
自
存
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
選
帰
は
流
出
に
翻
転
し
、
浬
繋
は
生
死
に
翻
転
す
る
自
由
自
在
な
動
性
と
一
体
で
あ
ろ
列
。
還
帰
と
流
出
、
浬
繋
と
生
死
、

こ
の
逆
方
向
の
二
重
の
運
動
は
、
交
互
媒
介
的
に
同
時
に
徹
底
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
行
為

(rRBmH)
の
因
果
的
連
鎖
か
ら
の
解
脱
が
、
魂
の
一
方
向
的
な
運

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
号

九
九



ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

。。

動
に
見
え
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
場
合
に
行
為
が
否
定
的
契
機
を
含
む
こ
と
は
否
め
な
い
。

ヨ
l
ガ
は
本
来
寸
心
の
働
き
を
止
滅
す
る
乙
と
」
に
あ
り
、
心
の
働
き
(
正
知
・

誤
謬
・
分
別
知
・
舵
眠
・
記
憶
)
は
「
修
習
い
と
「
縦
欲
」
の
方
法
に
よ
っ
て
止
滅
す
る
と
さ
れ
る
。

一ニ徳
(ω
忠
君
m
u
g
E
ω
・

S
5
2
)
の
転
変
も
終
結
し
、
真
我
(
七
戸
門
戸
ω
戸
)
の
独
存
と
な
る
。
こ
の
真
我
独
存
は
、
自
己
内
の
宇
宙
に
閉
じ
た
境
位
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は

一
切
の
煩
悩
と
業
が
還
滅
す
る
時
、
世
界
が
顕
現
す
る
原
因
た
る

確
か
に
日
常
的
自
我
か
ら
の
超
脱
に
違
い
あ
る
ま
い
が
、

そ
の
超
脱
は
超
人
格
的
(
け

3
2甘
σ「
ω
0
5
{
)
な
領
域
へ
の
動
的
開
放
と
し
て
実
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

の
意
味
も
、
悪
業
や
輪
廻
か
ら
の
解
脱
と
い
う
消
極
面
だ
け
で
な
く
、
解
脱
と
し
て
こ
の
世
で
活
動
が
展
開
さ
れ
る
積

極
面
を
も
本
来
有
し
て
い
よ
う
。
解
脱
と
は
カ
ル
マ
か
ら
の
超
越
よ
り
も
、
む
し
ろ
カ
ル
マ
へ
の
超
越
で
あ
る
。
悟
り
が
人
生
の
最
終
目
的
だ
と
す
れ
ば
、
釈
尊
が
成
道

従
っ
て
、

ヨ
ー
ガ
や
仏
教
で
い
う
業
(
行
為
)

後
、
間
十
五
年
に
わ
た
っ
て
法
を
説
き
続
け
た
こ
と
は
、

一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
勿
論
、

一
般
論
と
し
て
、

ヨ
l
ガ
や
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
に
比
べ
て
、

よ
り
内
面
的

生
の
究
明
に
向
か
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
外
面
的
生
に
お
け
る
行
動
が
相
対
的
に
活
発
で
な
か
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
意
図
は
な
い
。
た
だ
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
正
に
「
行

為
」
概
念
自
体
の
内
容
で
あ
っ
て
、
上
述
し
た
様
な
完
全
な
神
秘
主
義
の
見
方
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
抱
く
行
為
観
の
特
殊
性
を
却
っ
て
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
だ
。
そ
の

特
色
は
、
神
の
愛
と
隣
人
愛
に
基
づ
く
宣
教
の
理
念
を
背
景
に
持
っ
た
、
社
会
的
方
向
へ
の
自
己
実
現
の
拡
大
に
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
究
極
的
な
も
の
へ
の
解
脱
と
い

う
脱
社
会
的
方
向
へ
の
自
己
超
越
の
深
化
が
、
行
為
論
的
対
極
を
な
す
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
何
れ
も
行
為
的
志
向
性
の
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
同
じ
行
為
的
理
念

や
世
界
観
広
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
自
己
超
越
へ
の
志
向
は
し
ば
し
ば
現
実
世
界
の
拒
絶
や
嫌
悪
を
伴
う
が
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
行
為
観
は
、
生
命
の
躍
動
へ
の
復
帰
が

こ
の
現
実
世
界
で
の
自
由
な
創
造
活
動
と
結
び
つ
く
様
な
動
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
秘
主
義
的
見
地
か
ら
の
宇
宙
像
と
人
間
像

と
こ
ろ
で
、
「
生
命
の
躍
動
」
の
考
え
は
経
験
を
超
え
た
仮
説
で
は
な
く
て
、
事
実
を
煮
詰
め
た
と
と
ろ
に
現
れ
た
理
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
躍
動
そ
の
も
の
の
源
泉
や
本

質
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
事
実
は
何
も
教
え
て
く
れ
は
し
な
い
。
だ
が
、

そ
の
答
え
の
得
ら
れ
そ
う
な
方
向
は
十
分
に
察
知
で
き
よ
う
。
物
質
を
貫
く
生
命
の
奔
流
は
幾

つ
も
の
進
化
線
に
分
岐
し
、

二
つ
の
主
要
路
線
の
先
端
に
意
識
の
二
様
態
(
直
観
と
知
性
)

を
物
質
化
さ
せ
、
本
能
型
の
昆
虫
社
会
と
知
性
型
の
人
間
社
会
を
産
み
出
し

た。

一
方
の
直
観
は
本
能
と
化
し
て
種
の
利
益
の
た
め
に
眠
り
込
み
、
他
方
の
思
弁
す
る
知
性
の
周
り
に
は
直
観
の
縁
量
が
残
っ
た
。
も
し
生
命
の
躍
動
の
意
義
が
照
明

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
光
は
こ
の
直
観
か
ら
の
み
発
す
る
に
違
い
あ
る
ま
い
。
内
面
へ
向
。
ら
れ
た
直
観
が
一
段
と
強
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
我
々
の
存
在
の
根



底
、
否
生
命
全
体
の
根
、
源
に
届
く
は
ず
で
あ
る
。
神
秘
家
と
は
、

正
に
こ
の
特
権
を
授
か
っ
た
魂
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
神
秘
家
の
体
験
は
、
「
生
命
の
販
動
」
の
現
説
へ
と
導
い
た
経
験
を
何
処
ま
で
伸
ば
す
だ
ろ
う
か
。
神
秘
家
の
証
言
を
寸
事
実
の
線
分
」
と
し
て
考
察
対
象
に
取

り
込
む
こ
と
で
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
学
的
な
射
程
距
離
を
伸
ば
し
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ブ
一
源
泉
』

の
見
解
は
、
確
か
に
前
著
の
結
論
を
超
え
て
い
る
。
『
創
造
的

進
化
』
で
は
生
物
学
的
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
『
二
源
泉
』

の
主
張
が
関
わ
る
の
は
蓋
然
的
な
真
理
の
領
域
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

し
ば
し
ば
両
著
作
の
間
に
は
方
法
上
の
飛
躍
や
断
絶
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
神
秘
的
経
験
を
哲
学
の
対
象
と
し
て
採
り
入
れ
る
寸
経
験
的
な
形
而
上
学
」

の
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
『
二
源
泉
』
の
結
論
は
以
前
の
著
作
の
結
論
を
自
然
に
補
足
す
る
も
の
と
な
る
。
哲
学
的
知
識
の
確
笑
性
は
程
度
の
差
を
容
れ
る
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
推
論
の
み
な
ら
ず
直
観
に
訴
え
て
も
獲
得
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
愛
に
他
な
ら
ず
、

ま
た
愛
さ
れ
る
に
値
す
る
存
在
を
自
ら
の
内
か
ら
産
み
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
世
界
を
幾

っ
と
も
な
く
撒
き
散
ら
し
、
そ
こ
で
は
世
界
の
物
質
性
は
、
神
の
霊
性
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
単
に
創
ら
れ
た
も
の
と
創
る
も
の
と
の
区
別
を
表
現
す
る
に
止
ま
る
、

と
い
っ
た
こ
と
も
十
分
に
可
能
だ
ろ
う
。
物
質
中
を
突
破
し
て
ゆ
く
生
命
の
奔
流
の
存
在
理
由
や
、

そ
の
進
化
運
動
の
最
先
端
に
い
る
人
類
の
存
在
理
由
は
、

メ
山
り
ま
ミ

l

』
吉
l
「ぺ

問
に
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
答
え
は
、
笑
は
既
に
神
秘
家
の
直
観
の
内
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
創
造
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
愛
と
し
て
定
義
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
以
上
、

愛
し
且
つ
愛
さ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
存
在
者
が
存
在
へ
と

-Gさ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
者
は
神
1

1

1

1

こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い

i
l
i
l

と
別
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
宇
宙
の
内
へ
生
み
出
さ
れ
る
他
は
な
い
。
」
(
ロ

ω・N
寸

ω)
こ
れ
こ
そ
、
宇
宙
と
人
類
の
存
在
理
由
で
あ
る
。

さ
て
、
上
述
し
た
こ
と
の
全
て
は
、
現
代
と
い
う
時
代
的
脈
絡
に
置
か
れ
る
時
、
神
秘
主
義
の
問
題
を
超
え
て
、
人
類
の
未
来
へ
の
展
望
を
切
り
拓
く
も
の
と
し
て
現

れ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
二
源
泉
』
の
第
四

a

一
挙
よ
尚
一
び
の
考
察
」
で
、
「
単
純
な
生
」
ゃ
っ
神
秘
精
神
と
機
械
化
」
に
触
れ
つ
つ
、
人
類
の
未
来
を
予
測
す
る
。
ぞ
れ
は
今

か
ら
六
十
年
ほ
ど
前
の
展
望
だ
が
、
現
代
で
も
無
視
し
え
ぬ
視
点
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
視
界
に
は
、
物
質
的
拘
束
か
ら
精
神
を
解
放
す
る
二
つ
の
道
が
関

か
れ
て
い
る
。

一
つ
は
知
性
の
仕
事
を
強
化
し
て
人
間
の
活
動
を
自
由
に
す
る
機
械
体
系
を
工
夫
す
る
寸
機
械
化
」
の
道
、
今
一
つ
は
神
秘
的
躍
動
が
人
類
全
体
で
は
な

く
選
ば
れ
た
少
数
者
に
伝
え
ら
れ
る
つ
神
秘
精
神
」
の
道
で
あ
る
。

彼
の
品
一
一
同
を
要
約
し
よ
う
o
l
i
-
-
歴
史
に
は
湖
の
干
満
に
も
似
た
交
判
官
現
象
が
見
ら
れ
る
が
、
原
初
の
単
一
の
傾
向
が
自
然
に
分
離
し
て
現
笑
化
す
る
規
則
性
を
「
二

分
法
の
法
則
」
と
呼
び
、

そ
の
分
離
が
終
極
ま
で
進
行
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
内
的
衝
動
を
「
二
重
狂
乱
の
法
則
」
と
呼
ぼ
う
。
そ
の
法
則
を
現
笑
の
歴
史
に
適
用
し
て
み
る

哲
学
・
思
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。



ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

。

と
、
現
代
の
物
質
生
活
の
安
楽
と
繁
沢
と
い
う
或
る
種
の
狂
乱
が
、
中
世
の
禁
欲
的
で
質
素
な
生
活
と
い
う
別
の
狂
乱
に
基
づ
く
発
明
精
神
か
ら
産
ま
れ
た
こ
と
、
更
に

現
代
の
産
業
文
明
・
機
械
文
明
へ
の
偏
向
が
今
後
は
逆
に
寸
単
純
な
生
」

(
E
ぐ
ぽ
旦
E
C
Z
)
へ
の
復
帰
を
志
向
す
る
だ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。
産
業
主
義
は
切
実
な
要
求

の
充
足
手
段
を
大
い
に
開
発
し
た
一
方
で
、
自
然
と
人
間
の
関
係
を
崩
し
、
労
資
の
関
係
を
歪
め
て
し
ま
っ
た
。
神
秘
主
義
が
禁
欲
の
態
度
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
は
疑
い

な
い
が
、
物
質
的
制
約
を
逃
れ
る
に
は
当
の
物
質
を
挺
子
に
す
る
他
は
な
い
故
に
、
勺
神
秘
精
神
は
機
械
化
を
招
き
寄
せ
る
」
(
ロ

ω・
ω
N
ゆ
)
の
で
あ
る
。
近
代
の
機
械
技
術
は

身
体
の
延
長
と
し
て
の
道
具
制
作
を
飛
躍
的
に
向
上
さ
せ
、
石
炭
・
石
油
と
い
う
数
百
万
年
の
間
に
蓄
積
さ
れ
た
潜
在
エ
ネ
ル
ギ
!
を
一
挙
に
運
動
に
転
換
し
つ
つ
、
人

間
の
身
体
機
構
の
巨
大
な
拡
張
を
も
た
ら
し
た
。
と
の
法
外
に
肥
大
し
た
身
体
に
比
し
て
、
内
な
る
魂
は
余
り
に
貧
弱
で
あ
る
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
物
質
的
な
ら
ぬ

精
神
的
な
潜
在
エ
ネ
ル
、
ギ

i
の
蓄
え
で
あ
り
、
従
っ
て
「
機
械
化
は
神
秘
精
神
を
招
き
寄
せ
る
」
の
で
あ
る
。
「
人
類
は
自
ら
の
成
し
遂
げ
た
進
歩
の
重
圧
に
半
ば
打
ち
ひ

し
が
れ
て
、
附
吟
し
て
い
る
。
人
類
の
将
来
が
人
類
自
身
に
か
か
っ
て
い
る
と
と
が
、
十
分
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
今
後
と
も
生
き
続
け
た
い
か
ど
う
か
を

確
か
め
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
人
類
で
あ
る
。
次
に
、

た
だ
単
に
生
き
て
い
た
い
だ
け
な
の
か
、

そ
れ
と
も
更
に
、
神
々
を
造
り
出
す
機
械
で
あ
る
宇
宙
の
本
質
的
機
能
が

l
l
i
こ
の
聴
き
従
わ
ぬ
地
球
上
に
お
い
で
さ
え

i

1

1
成
就
さ
れ
る
の
に
必
要
な
努
力
を
行
な
い
た
い
の
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
の
も
、
他
な
ら
ぬ
人
類
な
の
で
あ
る
J

(ロ
ω・
ωω
∞)

『
二
源
泉
』
最
後
の
と
の
言
葉
は
、
現
代
文
明
の
危
機
的
状
況
の
下
で
獅
子
脱
す
る
老
哲
学
者
の
姿
を
初
練
さ
せ
る
が
、
「
神
々
を
造
り
出
す
機
械
」

(
C
5
5
2在
日
間

p
-
B
ハ目。
ω

門
戸
〔

2uハ
)
を
始
め
と
す
る
幾
つ
か
の
表
現
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
界
に
少
な
か
ら
ぬ
波
紋
を
投
げ
か
け
た
。
既
に
、
進
化
運
動
の
中
心
を
神
と
す
る
彼
の
見
解
に
対

す
る
異
議
申
立
て
に
よ
り
、
彼
の
著
作
『
創
造
的
進
化
』
は
ロ

l
マ
法
王
庁
の
「
禁
童
回
目
録
L

に
登
録
さ
れ
て
い
た
が
、
今
度
は
神
秘
家
の
証
一
一
一
一
同
の
解
釈
を
巡
っ
て
、

キ

リ
ス
ト
教
教
義
と
の
随
簡
を
来
し
た
の
で
あ
る
。
地
上
に
神
々

(
神
秘
家
達
)

の
活
動
を
認
め
る
神
観
は
、
確
か
に
超
越
的
絶
対
神
の
信
仰
と
は
相
容
れ
な
い
様
に
見
え

る
。
こ
の
寸
神
々
」
論
議
に
関
し
て
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
霊
牲
の
高
さ
を
絶
賛
し
た
プ
!
ジ
ェ
師
の
談
話
が
参
考
に
な
ろ
う
。
彼
は
詩
篇
の
一
節
を
引
用
し
て
、

(
日
山
)

ル
ク
ソ
ン
の
立
場
を
擁
護
す
る
発
言
を
し
て
い
る
。

f、ミ

四

批
判

及
び
超
克
に
向
け
て

普
遍
性
と
特
殊
性

我
々
が
論
じ
残
し
た
点
は
数
多
〈
あ
る
が
、
最
後
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
対
す
る
批
判
の
問
題
と
、

ペ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
潜
む
社
会
的
特
殊
性
の
問
題
に



簡
単
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
口
彼
の
哲
学
へ
の
有
力
な
批
判
に
、

オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
生
物
学
主
義
に
向
け
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、

「
惑
の
問
題
」
(
七

52mEmw(HCBmH{)
と
「
魂
の
永
生
」
(
さ
門
ぐ
ぽ
)
の
論
点
か
ら
、

ま
た
生
物
学
主
義
に
つ
い
て
は
、
「
生
命
」
概
念
の
検
討
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
、
だ
ろ
う
。

「
悪
の
問
題
」
は
、
単
に
善
の
欠
如
と
見
倣
さ
れ
て
済
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
惑
は
我
々
の
現
実
生
活
に
深
刻
な
仕
方
で
食
い
込
ん
で
い
る
。
だ
が
、
現
実
の
悪

や
苦
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
支
持
す
る
の
は
、
経
験
的
事
実
に
基
づ
い
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
事
実
と
は
、
「
ま
ず
第
一
に
、
人
類
は
人

生
に
愛
着
し
て
い
る
以
上
は
、
全
体
と
し
て
人
生
を
善
き
も
の
と
判
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
次
に
、
快
楽
や
苦
痛
の
彼
方
に
あ
る
、
混
じ
り
気
の
な
い
歓
喜
が
存
在

し
、
そ
れ
こ
そ
神
秘
家
の
最
終
的
な
魂
の
状
態
だ
と
い
う
こ
と
」
(
ロ

ω
・
ミ
寸
)
で
あ
る
。
こ
の
経
験
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
立
脚
す
る
時
、
様
々
な
反
論
は
、

そ
れ
ら
が
依

拠
す
る
推
論
自
体
の
↑
虚
偽
性
に
よ
っ
て
、

そ
の
効
力
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
現
実
の
全
体
に
苦
し
み
が
部
分
と
し
て
含
ま
れ
な
い
と
と
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
と

こ十品、

い
う
抗
論
に
は
、
現
実
的
な
も
の
の
他
に
可
能
的
な
も
の
ま
で
も
含
め
た
「
全
体
」
の
擬
似
観
念
が
潜
ん
で
い
る
。
ま
た
、
悪
の
存
在
か
ら
神
の
全
能
を
否
定
す
る
議
論

ア
プ
リ
オ
リ
な
「
神
」
観
念
か
ら
神
の
本
性
を
演
鰐
的
に
導
き
出
す
論
法
が
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

悪
の
問
題
に
纏
わ
る
空
虚
な
観
念
を
取
り
除
き
、
我
々
と
神
秘
家
の
経
験
的
事
実
に
基
づ
く
限
り
、
人
生
は
悪
よ
り
も
善
の
様
相
を
呈
す
る
。
人
生
の
苦
に
対
す
る
透

徹
し
た
認
識
と
そ
の
克
服
を
目
指
す
宗
教
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
実
に
純
朴
で
甘
美
な
も
の
に
映
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
見
解
を

人
生
の
悲
惨
さ
を
知
ら
ぬ
二
度
生
ま
れ
の
魂
」
の
そ
れ
と
間
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
、
『
二
源
泉
』
を
執
筆
中
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
取
り
巻
く
状

況
は
、
困
難
を
極
め
て
い
た
。
個
人
的
に
は
再
発
し
た
持
病
の
リ
ュ

i
マ
チ
と
闘
い
な
が
ら
、
社
会
的
に
は
ナ
チ
ス
の
猛
威
が
欧
州
を
席
巻
す
る
暗
雲
の
時
代
を
迎
え
て

い
た
口
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
な
お
も
彼
は
経
験
と
そ
の
解
釈
(
そ
こ
に
は
彼
の
神
秘
家
的
資
質
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
)

に
従
っ
て
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
支
持
し
た
。

つ
ね
に
生
き
ら
れ
た
充
溢
、
生
成
の
特
殊
な
充
溢
の
中
に
は
、
不
幸
な
形
而
上
学
の
偶
像
i
l
l
即
ち
、

無
、
否
定
、
混
沌
、
可
能
な
も
の
、
空
虚
、
無
関
心
な
決
断
等
ー
ー
ー
が
占
め
る
べ
き
場
所
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ

に
現
前
し
、

「
魂
の
永
生
」
の
問
題
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
霊
魂
の
定
義
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
経
験
に
却
し
て
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
科
学
的
研
究
と
い
う
っ
下
か
ら
の

経
験
」
(
ペ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
、
記
憶
の
大
脳
局
在
説
を
否
定
し
て
、
大
脳
を
生
へ

の
器
官
と
捉
え
る
こ
と
で
、
身
体
に
対
す
る
塊
の
独
立
性
を
部
分
的
に
だ
が
解

明
し
た
)

と
、
神
秘
的
直
観
と
い
う
「
上
か
ら
の
経
験
」
(
神
秘
家
は
既
に
地
上
で
永
生
に
入
っ
た
)

と
の
こ
霊
の
経
験
の
拡
大
・
深
化
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
に
接
近
す

哲
学
・
思
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

一O
四

れ
ば
、
我
々
は
塊
の
死
後
存
続
の
可
能
性
や
そ
の
選
然
性
さ
え
推
論
し
う
る
の
で
あ
る
。
っ
心
霊
科
学
し
に
対
す
る
ペ
ル
ク
ソ
ン
の
関
心
は
、
従
っ
て
経
験
の
拡
大
・
深
化

と
い
う
脈
絡
の
中
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
生
命
は
何
処
か
ら
来
て
、
何
処
へ
往
く
の
か
」
と
い
う
人
生
の
根
本
問
題
に
対
し
て
、
自
己
の
哲
学
的
思
索

の
総
決
算
を
行
う
の
に
格
好
の
試
金
石
で
あ
っ
た
口
「
心
霊
科
学
」
が
扱
う
対
象
は
、
現
在
の
行
動
に
無
用
な
表
象
や
知
覚
を
遮
断
す
る
大
脳
機
構
に
撹
乱
が
起
き
た
時
に

生
じ
る
異
常
知
党
で
あ
る
。
報
告
さ
れ
た
心
霊
科
学
的
事
実
の
殆
ど
は
無
下
に
却
下
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
が
、
確
実
と
見
ら
れ
る
事
実
の
一
部
し
か
容
認
し
な
く
て
も
、

探
究
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
の
「
未
知
の
大
陸
」
を
覗
き
見
る
に
は
、
な
お
十
分
な
分
量
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
拡
散
さ
れ
た
神
秘
的
直
観
が
世
界
の
中
に
伝
播
し
て
ゆ
く
生
の
単
純
こ
そ
、
実
際
、
歓
喜
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
拡
大
さ
れ
た
科
学
的
経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
彼
岸

の
見
通
し
の
後
に
自
ず
と
続
く
生
の
単
純
も
、
ま
た
歓
喜
だ
ろ
う
。
」
(
ロ

ω
・ωω
∞
)
こ
う
語
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
口
調
に
は
、
余
り
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
響
き
が
漂
っ

て
い
る
と
の
非
難
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
、
彼
が
描
写
す
る
風
景
は
、
神
秘
家
の
「
上
か
ら
の
経
験
」
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
、
科
学
的
哲
学
的
探
究
と
い
う
「
下

か
ら
の
経
験
」
に
よ
っ
て
も
遠
望
さ
れ
る
も
の
、

つ
ま
り
「
事
実
の
線
分
」
の
延
長
線
上
に
立
ち
現
れ
た
光
景
で
あ
る
口
人
間
的
実
存
の
条
件
と
も
い
え
る
「
可
死
性
」

と
「
罪
悪
性
」
は
、
こ
う
し
て

(
徳
と
福
を
一
致
さ
せ
る
実
践
理
性
的
な
要
請
や
、
善
の
欠
如
か
ら
悪
を
導
く
論
理
的
な
操
作
に
よ
っ
て
で
は
な
く
)
経
験
的
事
実
の
忍

耐
強
い
掘
り
下
げ
の
過
程
で
そ
の
実
体
朴
氏
を
失
い
、
代
わ
っ
て
「
魂
の
永
生
」
と
悪
を
善
の
一
部
と
見
る
如
き
「
最
善
説
」
が
意
識
の
前
景
を
占
め
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

人
間
的
条
件
の
悲
劇
性
を
直
視
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
、

そ
の
不
条
理
性
を
決
定
的
に
裏
書
き
す
る
か
に
見
え
る
死
に
対
し
て
さ
え
打
ち
勝
っ
た
。
無
の
典

型
で
あ
る
死
は
、
恐
ら
く
疑
似
問
題
の
典
型
だ
ろ
う
。
彼
の
徹
底
的
な
経
験
主
義
は
、
死
や
惑
に
対
し
て
す
ら
死
を
宣
告
す
る
の
で
あ
る

D

生
物
学
主
義
の
批
判
に
関
し
て
言
え
ば
、
コ
一
源
泉
』
の
意
図
が
、

そ
も
そ
も
生
命
の
進
化
運
動
の
中
へ
の
人
間
の
社
会
現
象
の
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
ょ

う
。
人
は
思
索
に
耽
る
前
に
、

ま
ず
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
生
の
基
本
的
要
求
」
の
公
準
は
、
人
間
の
精
神
生
活
を
把
握
す
る
際
に
も
妥
当
す
る
。
「
生
へ
の

が
し
ば
し
ば
肉
体
や
大
脳
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
る
様
に
、
精
神
性
よ
り
も
物
質
性
の
方
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
彼
の
「
生

命
の
哲
学
」
の
一
記
述
に
或
る
種
生
物
学
主
義
的
な
臭
み
が
あ
る
こ
と
も
止
む
を
得
な
い
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
彼
の
生
命
把
握
が
生
物
学
的
な
「
生
命
」
概
念
の
更
に
も

う
一
つ
深
い
掘
り
下
げ
を
敢
行
し
た
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
口
同
時
代
の
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ニ
!
チ
ェ
等
の
所
謂
「
生
の
哲
学
」

(Fogg℃
在
日
0
ω
O
甘
庄
内
川
)
と
比
較
し
て

も
、
直
線
に
よ
っ
て
内
的
意
識
の

を
見
出
し
、

「
生
命
の
躍
動
」
と
い
う
生
命
の
根
源
に
ま
で
到
達
し
え
た
認
識
論
的
な
遡
及
性
と
、

そ
れ
が
遂
に
は
「
愛
の
躍

動
」
に
変
貌
す
る
次
元
に
ま
で
深
化
し
え
た
行
為
論
的
な
徹
底
性
の
一
向
田
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

際
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
彼
の
ぷ



の
は
、
生
物
を
生
物
た
ら
し
め
て
い
る
生
命
の
根
源
へ
の
遡
及
と
、

そ
の
根
源
か
ら
の
生
物
の
把
握
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
「
生
命
学
的
」
な
射
程
を
有
し
て
い
る
。

「
生
命
」
を
捉
え
る
地
平
が
何
処
ま
で
も
問
題
で
あ
ろ
う
口
生
命
が
自
然
科
学
の
対
象
と
な
る
場
合
、
物
質
の
運
動
や
構
造
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
に
準
拠
し
て
解
明
を

試
み
る
「
生
命
の
科
学
」
が
誕
生
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
生
命
が
宗
教
的
に
解
釈
さ
れ
る
時
は
、
信
仰
や
心
境
の
深
ま
り
に
応
じ
て
自
分
の
生
命
を
そ
の
根
源
(
大
生
命
)

か
ら
頂
き
誼
す
如
き
「
生
命
の
宗
教
」
の
樹
立
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
前
者
は
「
生
命
」
を
「
物
質
」
に
還
元
し
よ
う
と
し
、
後
者
は
「
生
命
」
を
「
精
神
」
に
昇
華

さ
せ
よ
う
と
す
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
生
命
の
哲
学
L

は、

そ
の
悶
有
の
原
理
か
ら
把
握
す
る
地
点
か
ら
出
発
し
た
が
、
最
後
の
『
二
源
泉
』
で
は
っ
愛
」
(
勺
精

(
川
口
)

の
躍
動
か
ら
生
命
と
物
質
の
存
在
理
由
を
解
き
明
か
す
よ
う
な
境
位
に
移
行
し
て
い
る
。
仮
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
ぷ
ー
玄
叩
の
哲
学
」
へ

神
」
を
超
越
的
に
包
括
す
る
「
神
」
)

以
上
の
概
説
か
ら
分
か
る
通
り
、

そ
れ
は
彼
の
「
生
命
」
概
念
自
体
の
検
討
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

(
出
)

ペ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
へ
の
こ
つ
の
批
判
は
、
必
ず
し
も
的
を
射
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
経
験
的
事
実
に
深
く
沈
潜
す

の
正
当
な
批
判
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
常
的
経
験
が
持
つ
思
考
の
慣
性
的
傾
向
と
そ
の
限
界
を
知
る
に
至
っ
た
。

で
触
れ
た
「
経
験
」
や
「
現
実
」
の
拡
が
り
ゃ
深
さ
の
次
元
に
対

し
で
も
目
配
り
を
忘
れ
な
い
こ
と
は
、
自
己
の
援
か
れ
た
思
想
史
上
の
位
置
を
確
認
す
る
僚
に
、

そ
の
認
識
の
転
換
と
微
調
整
の
働
き
を
果
た
す
は
ず
で
あ
る
。

一
体
、

我
々
の
経
験
は
ど
の
程
度
ま
で
社
会
的
な
認
識
枠
組
み
の
規
制
を
被
る
の
だ
ろ
う
か
口
こ
の
間
い
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
が
含
む
特
殊
性
と
普
遍
牲
に
対
す

る
向
い
で
も
あ
る
。

答
え
の
ヒ
ン
ト
は
、
文
明
批
評
の
視
座
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
現
代
文
明
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
両
義
的
で
あ
る
。
彼
は
し
ば
し
ば
「
へ
プ
ラ
イ

l
キ
リ
ス
ト
教
的

コ
ぃ
一
百
λ

1ノ
1
3
、ノ

本
た
礼
U
F
U
記、

fu」

へ
の
蕗
演
を
顕
わ
に
し
、

そ
の
裏
返
し
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
や
東
洋
の
宗
教
思
想
へ
の
偏
見
を
表
明
す
る
。
近
代
西
欧
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
史
的
優

越
性
に
全
一
輪
の
信
頼
を
寄
せ
る
と
い
う
仕
方
で
、
そ
の
特
殊
社
会
の
制
約
を
被
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
否
定
で
き
な
い

あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
三
一
章
一
狂
乱
の
法

則
」
に
基
づ
い
て
「
単
純
な
生
」
へ
の
復
帰
を
希
望
的
に
予
測
し
た
り
、
西
欧
主
導
の
現
代
文
明
に
訟
け
る
精
神
と
物
質
の
不
均
衡
を
指
摘
し
な
が
ら
、
「
神
秘
精
神
」
と

「
機
械
化
」
が
相
補
的
関
係
に
入
る
方
向
に
文
明
の
軌
道
修
正
の
可
能
性
を
見
る
様
な
、
否
定
媒
介
的
契
機
を
含
ん
だ
一
層
包
括
的
な
視
野
に
立
ち
え
た
ζ

と
も
事
実
で

あ
る
。
そ
の
点
で
、
彼
は
近
代
西
欧
の
合
理
主
義
的
進
歩
観
の
限
界
を
突
破
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
代
(
西
欧
)
文
明
批
評
の
視
座
に
見
え
隠
れ
す
る
両
義
性
は
、
彼

の
神
秘
主
義
理
解
に
お
い
て
は
、
近
代
一
山
欲
的
な
特
殊
性
と
人
類
的
な
普
通
性
と
の
微
妙
で
危
う
い
接
合
の
中
で
接
き
消
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
歴
史
的
特
殊
性
の
中
に
笑

現
さ
れ
た
人
間
精
神
の
普
一
過
性
を
ど
れ
ほ
ど
深
く
看
取
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
、

ま
た
同
時
に
普
遍
性
を
主
張
す
る
特
殊
性
の
特
殊
た
る
べ
き
根
拠
に
ど
れ
ほ
ど
確
と
呂

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
号

一O
五



ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

一O
六

を
据
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
改
め
て
伺
い
直
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
は
単
に
神
秘
主
義
理
解
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
我
々
自
身
の
自
己
理
解
と
い
う
根

本
問
題
に
も
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔注〕

※
以
下
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
に
限
り
、
本
文
と
注
記
を
通
じ
て
次
の
略
号
を
用
い
た
。
ま
た
、
略
号
の
後
の
数
字
は
頁
数
を
示
す
o

M
W

わ
い
円
何
〈
三
丘
一
o
ロ

Q
E乏
の
め
噌
日
U

・
c・-・
5
0吋
噌
『
創
造
的
進
化
』

ロ
ω

…
F
g
ロ
g
Mハ
ω
O戸
H
R
g
(凶
作

S
P
A
C
E
{
0
2
円
宮
古
河
巳
町
一
C円f
勺
・
己
目
"
呂
ωNW
「
道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源
泉
』

で
豆
一
門
戸

2
5
mめ
mw門
庁
玄
。

c
g門
戸
市

-c・勺
w

H

叩

ω
P
『
思
考
と
動
く
も
の
』

ω
『
宗
教
学
辞
典
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
の
「
神
秘
主
義
」
の
項
(
上
田
関
照
)
、

4
3
6
頁
1
4
4
4
頁
、
参
照
。

ω
T
5
8
同

2
江
円
高

ω
(
E
-
r
F
Q巳
0
3
E
μ
o
m
m
N
O口問一

3
2門戸田
E
n
p
g
Z
B
σ

只
v

七・

8
・

ω
ア
リ
ッ
ツ
・
ス
グ

i
ル
『
神
秘
主
義
の
探
究
』
(
泰
本
一
棚
、
江
島
恵
教
、
宮
一
見
啓
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
)
、
参
照
。
ス
タ
ー
ル
は
、
神
秘
体
験
そ
れ
自
体
は
社
会
体
制
と
し
て

の
宗
教
と
直
接
的
な
関
係
を
持
た
な
い
こ
と
、
神
秘
体
験
が
生
来
の
資
質
、
摂
想
、
苦
行
、
ド
ラ
ッ
グ
、
マ
ン
ト
ラ
、
祭
花
、
神
格
へ
の
帰
依
等
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
更

に
そ
れ
ら
の
方
法
で
到
達
さ
れ
る
体
験
領
域
が
或
る
実
在
の
領
域
(
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
可
能
で
、
し
か
も
信
頼
し
う
る
情
報
は
殆
ど
入
手
さ
れ
て
い
な
い
)
と
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
を
推
察
し
て
い
る
。
彼
の
提
唱
す
る
体
験
的
な
研
究
方
法
は
、
研
究
者
の
側
に
「
努
力
、
懐
疑
、
批
判
L

と
い
う
経
験
的
動
揺
と
そ
れ
を
再
統
合
す
る
運
動
を
要
求
す
る
。
間
帯
昔
、

2
6
3
真
、
参
照
。

ω
の口一
g
口
止
。
戸
円
相
円
。
一
一
円
。
∞
2
m
ω
o
E
ω
B
m
w
u
H
Y門
戸

間

y
w
s
g
v
℃
・
戸
町
内
・

山
間
ド
ゥ
ル
!
ズ
の
主
張
で
は
、
直
観
は
三
つ
の
厳
密
な
規
則
と
共
に
、

d

一
つ
の
哲
学
的
方
法
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は

ω問
題
を
提
起
し
(
偽
の
問
題
の
批
判
と
、
真
の
問
題
の
発

明)、

ω差
呉
化
し
、

ω叫
吋
開
化
す
る
(
持
続
の
観
点
で
考
え
る
)
方
法
で
あ
る
。
の
一
"
一
立
斗
噌
七
民
側

ま
た
、
メ
ル
ロ

1
ポ
ン
テ
ィ
は

J
致
と
し
て
の
直
観
」
(
一

-zz一巳
O
門戸
1
8ぎの
E
2
2
)
と
「
把
援
と
し
て
の
直
観
し
(
コ
ロ
E
E
Cロ
8
2
2
σ
8
5℃門
$
0
5
5
H
)
を
区
別
し
、
そ
の

両
国
の
統
一
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
絶
え
ず
出
会
っ
た
難
問
で
あ
る
と
見
る
。
ぇ
・

ζ
m
C門
{(voy向。ぺぽ

2
1
3
2百
円
¥
己

E
Cロ
己
め
で
向
gmw
立
(HfZC寸
志
の
Y
S
P
A止め
σ
S
D
5
0
・
E
門
mwpo門

∞27mωO円

f

〈
江
戸
円
。
。

mY
℃

HYHCUlHH子

同
こ
の
「
事
実
の
線
分
」
の
比
織
が
最
初
に
公
の
場
で
用
い
ら
れ
た
の
は
、
た
ぶ
ん
パ

l
ミ
ン
ガ
ム
大
学
で
の
ハ
ク
ス
リ
記
念
講
演
「
意
識
と
生
命
」

(
S
Z
)
の
中
で
あ
る
。
そ
の
講

演
は
、
後
に
論
文
集
『
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
(
円
開
円
高
門
町
一
命
名
正
門
戸
巴
一

P
S
S
)
に
収
録
さ
れ
た
。

的
当
時
は
全
て
が
体
制
(
バ
チ
カ
ン
)
の
一
卜
に
あ
っ
た
の
で
、
神
秘
家
の
神
は
神
学
者
に
態
度
保
留
を
余
儀
無
く
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
、
哲
学
的
所
与
を
教
義
と
対
決
さ
せ
よ
う
と
す

る
神
学
的
肥
慮
と
、
提
一
不
可
能
な
も
の
し
か
、
王
張
し
ま
い
と
す
る
哲
学
的
な
配
胞
と
の
間
に
は
、
永
遠
の
誤
解
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
プ
レ

i
ズ
・
ロ
メ
イ
ヱ
神
父
へ

の
応
答

(
1
9
3
3
年
)
の
中
で
、
「
そ
の
唯
一
の
資
源
、
即
ち
推
論
で
補
助
さ
れ
た
経
験
を
以
て
」
自
然
的
な
証
明
を
超
え
な
い
権
利
を
哲
学
者
に
要
求
し
て
い
る
。
「
哲
学
と
神
学



の
間
に
は
、
乙
う
い
う
訳
で
必
然
的
に
間
撚
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
ま
で
排
除
さ
れ
て
い
た
神
秘
説
を
哲
学
的
方
法
と
し
て
哲
学
の
中
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は

こ
の
間
隙
を
狭
め
た
よ
う
に
自
分
に
は
思
え
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ぇ
・
玄
包
巳
立
話
回
以
江
志
ぽ
ヨ
可

l
Z包
き
ぽ
一
∞
開
問
の

ωczw
何民一

Z
S己
戸

ω
2
F
H申告・日)・
5
N
・

附
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
神
秘
家
達
、
特
に
盟
テ
レ
ジ
ア
と
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
認
め
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
同
特
代
の
人
物
で
彼
に
多
大

の
影
響
を
与
え
た
と
推
察
さ
れ
る
の
は
、
ラ
ザ
レ
派
倍
院
の
プ
l
ジ
ェ
師
と
イ
エ
ス
の
マ
リ
ア
修
道
院
長
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
(
仲
沢
紀
雄
訳
)
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
と

の
対
話
L

(

み
す
ず
書
房
、
以
下
『
対
話
』
と
略
記
)
の

2
0
2
頁
1
2
1
1
頁
に
は
、
プ

l
ジ
ェ
師
と
の
感
動
的
な
出
会
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

川
間
一
般
に
、
哲
学
者
が
論
じ
る
「
神
」
は
、
一
般
人
が
考
え
る
紳
と
は
殆
ど
無
縁
で
あ
る
。
宗
教
で
の
神
は
「
我
々
と
の
交
わ
り
へ
入
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
」
で
あ
る
が
、
哲
学
者
、

例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
は
、
第
一
原
理
と
し
て
立
て
た
っ
不
動
の
勤
者
ヘ
或
い
は
そ
の
完
全
性
が
他
を
牽
引
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
く
「
思
惟
の
思
惟
」
で
あ
る
。
彼
の
紳

は
思
惟
(
観
念
)
を
神
格
化
し
た
も
の
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
の
イ
デ
ア
」
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
観
念
の
役
目
は
「
事
物
に
対
す
る
個
人
と
社
会
と
の
行
動

を
調
整
す
る
こ
と
」
(
ロ

ω
・Nω
∞
)
に
あ
る
。
動
的
な
現
実
に
働
き
か
け
て
、
知
性
の
仕
事
で
あ
る
制
作
を
上
手
に
運
ぶ
に
は
、
思
考
を
用
い
て
幾
つ
か
の
停
止
点
を
固
定
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
運
動
よ
り
も
静
止
が
、
変
化
よ
り
も
不
変
が
重
要
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
持
続
が
存
在
の
顔
落
と
な
り
、
時
間
が
永
遠
の
欠
如
態
と
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
部
上
学
の
根
本

は
、
要
す
る
に
「
一
一
一
一
同
一
訟
を
準
備
す
る
社
会
の
仕
事
と
、
制
作
と
い
う
個
人
の
仕
事
を
共
に
神
格
化
す
る
」
(
ロ

ω
・
Mg)点
に
あ
り
、
そ
の
つ
一
一
一
一
口
語
」
と
「
制
作
」
の
二
重
の
仕
事
に
イ

デ
ア
の
形
相
は
対
応
し
て
い
る
。

M
M

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
創
造
活
動
の
中
心
を

J

つ
の
事
物
で
は
な
く
、
一
つ
の
連
続
的
な
湧
出
L

と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
が
「
神
」
と
見
倣
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
神
は
不
断
の
生
命
で
あ

り
、
行
為
で
あ
り
、
自
由
で
あ
る
」
(
何
わ
'
N
h
S
)

と
す
る
。
但
し
、
そ
れ
は
人
が
祈
る
時
に
呼
び
か
け
る
神
で
は
な
い
。

ω
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』

{

{

[

w

∞

ur‘
に
見
え
る
一
一
一
一
口
葉
で
あ
る
。
問
中
美
知
太
郎
責
任
編
集
『
世
界
の
名
著
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
・
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
・
プ
ロ
ク
ロ
ス
』
(
中
央
公
論
社
)
、

2
8

2
頁
、
参
照
。

ω
吋
エ
ネ
ア
デ
ス
』
[
?
?
宮
中
ま
た
、
前
掲
掛
一
一
回
、

3
5
4
頁
1
3
5
6
頁
、
参
照
。

ω
井
筒
俊
彦
吋
神
秘
哲
学
第
二
部
神
秘
主
義
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
的
展
開
』
(
人
文
書
院
)
、

2
0
8
頁
、
参
照
。

ω
イ
セ
セ
・
パ
ス
テ
ィ
ド
は
、
ジ
ャ
ン
・
ト
ル
ィ
ヤ

i
ル
の
著
作
『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
発
出
』
を
引
用
し
つ
つ
、
観
照
と
創
造
的
行
為
の
不
可
分
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

お
い
て
問
題
な
の
は
永
遠
に
成
就
さ
れ
た
創
造
に
与
か
る
こ
と
で
は
な
く
、
再
開
さ
れ
た
創
造
を
続
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
は
統
一
性
が
多
様
性
の
中
に
展
開
さ
れ

る
発
出
(
創
造
)
は
下
降
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
は
予
見
不
可
能
な
持
続
的
創
造
(
発
出
)
は
上
昇
的
で
あ
る
。
こ
の
詞
者
の
相
違
は
吋
二
源
泉
』
で
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
理
解
を
訂
正
す
れ
ば
緩
和
さ
れ
う
る
と
し
、
「
一
者
」
へ
の
観
照
的
な
還
帰
が
同
時
に
創
造
的
生
命
の
増
大
で
も
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
進
化
論
者
的
な
ベ
ル
ク
ソ
ニ

ス
ム
か
ら
プ
ロ
テ
ィ
/
ス
的
な
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
へ
の
解
釈
の
転
換
を
図
り
、
創
造
的
持
続
の
中
に
永
遠
性
の
意
味
を
観
取
し
よ
う
と
す
る
。
ぇ
・
河
0
5
i
p
A
R
5
三
oω忠
i∞
S
E
(
円。

一
切
mw
♂山
ω
O
戸
ぬ
け
勺

{
c
t門戸
u

勺

-c'勺
-

u

{

甲
山
市

ym)℃・
ω中
h
F
ι
i
h肝
(
〕

N
・

ω
叶ヨ

i
ガ
・
ス

i
ト
ラ
」

ω
1
8
・
十
戸

Jω
子
参
照
。

同
「
詩
篇
八
二
一
章
一
ゼ
見
た
ま
え
。
『
紳
は
神
の
つ
ど
い
の
中
に
た
ち
た
も
う
。
神
は
も
ろ
も
ろ
の
神
の
な
か
に
さ
ば
き
を
な
し
た
も
う
。
』
神
々
と
は
人
々
、
裁
判
官
た
ち
、
至
高
な
る

者
の
恵
子
だ
。
ヨ
ハ
、
不
伝
一

O
草
三
五
節
で
、
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
子
と
名
乗
っ
て
紳
を
胃
潰
し
た
と
い
う
ユ
、
グ
ヤ
人
た
ち
の
非
難
に
対
し
て
身
の
証
し
を
立
て
る
べ
く
こ
の
文
章
に

よ
っ
て
い
る
J

1

7

1

頁
1
1
7
2
真
、
参
照
。
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
神
々
を
造
り
出
す
機
械
」
の
件
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
こ
の
聴
き
能
わ
ぬ
地
上
に
お
い
て
さ
え
」

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
号

一
O
七



ベ
ル
ク

γ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て

一O
八

の
方
に
注
意
を
喚
起
し
た
か
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

ω
寸
悪
」
と

「罪
」
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
人
間
の
「
罪
悪
性
」
と
し
て
総
括
的
に
捉
え
て
い
る
。
長
年
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
悩
ま
し
て
い
た

「原
罪
」
の
観
念
は
、

プ
ー
ジ
ヱ
師
の
「ロ

マ
警
五
章
十
二
節
を
ご
ら
ん
下
さ

い
。
わ
れ
わ
れ
が
ア
ダ
ム
に
お
い
て
罪
を
犯
し
た
と
は
言
わ
れ
て
い
ず
、
ア
ダ
ム
の
罪
の
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
罪
へ

の
性
癖
を
得
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
」
と
い
う
説
明
を
得
て
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
一
言
う
。
『
対
話
へ

2
1
0
頁
、
参
照。

側

〈

・
〕m
H

門戸{弘
一m玄
け
の
ケ
一

民
ロ
Z
門
戸
[
∞
開
問
。

ωozw
勺
口'勺・

・
5
吋
印

(
ω
m
w
m山
(

日

)

旭

町

y
N合・

ω
世
界
の
存
在
線
式
に
関
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
物
質
i

生
命
精
神
と
い
う
三
重
の
次
元
を
想
定
し
て
い
た
。
『
対
話
』
の
中
で
「
生
命
の
た
め
の
物
質
、
精
神
の
た
め
の
生
命
、
紳

の
た
め
の
精
神
」

(
1
7
6
頁
)
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
宗
教
生
活
へ
の
復
帰
の
み
が
人
類
を
焦
眉
の
危
急
か
ら
救
え
る
こ
と
を
、
彼
は
認
識
し
て
い
た
。
彼
自
身
は
ユ
ダ
ヤ

教
の
完
成
し
た
形
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中

ι見
た
が
、

二
つ
の
理
由
で
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
。

一
つ
は
老
齢
の
故
に
厳
格
な
戒
律
に
従
う
の
は
困
難
だ
と
判
断

し
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
波
が
押
し
寄
せ
る
最
中
に
ユ
グ
ヤ
人
の
同
胞
を
見
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

側

ベ

ル

ク
ソ
ン
は
同
時
代
の
科
学
的
知
見
(
心
理
学
や
生
理
学
や
生
物
学
等
)
と
余
り
に
も
密
着
し
て
思
索
し
た
故
に
、
そ
の
科
学
的
知
見
が
時
代
遅
れ
に
な
る
と
共
に
、

彼
の
哲
学

も
廃
れ
る
運
命
に
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
事
の
真
相
は
恐
ら
く
反
対
で
、
彼
が
提
起
し
た
問
題
自
体
は
時
代
を
超
え
た
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
厳
密
な
意
味
で
の
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
学
へ
の
批
判
や
検
討
は
、
今
後
の
-
諜
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。



Sur la comprehension du mysticisme chez Bergson 

Masakazu TANATSUGU 

j宮、 Quandon comprend l'experience mystique， il est un probl色meineyitable de concillier J' 
ホiヨ
主主 e:xperience extraordinaire et l'experience orclinaire. Bergson aborde ce prohJ色medu point de 
iiJlIJ 

委 川 cles 1はap向卯ppo仰コぬO山 elη1t口附l印e'JγJ'e:x切e以叫叫X叫叩p凶凶コ元治刷己白ωl吋i似 en町 S叫ωti叩i
?1刀

一→iトザ obコjectivecles ex叩p色白r司-iencesmyst廿ic仁quesnγ'est pas a叫ppor喝t色epa出r1e fait cle la ressembコlanceen沈市tむ:r喝ee伐工u:x，

会 mais la p伴川)(仁

。
九

!ド'exper今iencesensibコ1eet 1e raisonnement fonde SUl勾 elle.

jうergsonsouligne l'importance cle la complement reciproCjue entre. les rnystiques et les 

pl1ilosopbes. L'experience mystique pourrait donner la profondeur de la realite a Ja pensee 

philosopbique， tandis Cjue celle-ci ferait rejaillil・ surcelle-la queJque chose cle sa propre 

ob.iectivite. 1うergsonrecourt a une m色taphore，(c1es Jignes de dont chacune ne fournit 

que la clirection cle Ja verite en prolongeant c1eux c1'entre elles jusqu'au point 0む ellesse 

coupent， on arrivera a Ja verite meme. L'arpenteur mesure la distance d'un pOInt IJ1accessible 

en le visant tour a tour de c1eux points auxquels il a acc色s.Cette methode de recoupement est 

1a seule qui puisse faire avancer definitivement 1a m丘taphysiqueempirique. 

Son compl色:hensionc1u mysticisme est clairement montree dans son ourvrage Les Deux 

SOU7 〆ce$de la M oratルeet de !aαα~ Re!z:な2g一匂1η1. (1932) . Il definit 1e mysticisme par sa relation a 1'elan 

vital. A son avis， le vrai mysticisme se situe en un point jusqu'ou le courant spirituel Jance a 

travers la matiere aurait probab1ement voulu， jusqu'ou il n'a pu aller. De ce point de vue， il 

regarde plusieurs mysticismes historiCjL1es teJs que le mysticisme grec， le mysticisme oriental， 

le mysocisme cbretien， et il trouve la realisation du mysticisme complet dans les grands 

n1ystiques chr自:iens.Bergson dit Cjue le mysticisme complet serait action， creation， amour 

Dans cette comprebension clu mysticisme， 011 peut deviner le refJet de la conception clu moncle， 

ou cle celle de J'action Cjui p色n色trentune societe particuli色re，c'est-a-clire l'Europe occidentale 

dans les temps modernes 
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