
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
運
動
に
お
け
る
理
論
化
の

事
例
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ン
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シ
!
の
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め
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っ
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1
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池

上

良

正

ニ
O
世
紀
最
後
の
四
半
期
は
、
世
界
各
地
の
伝
統
宗
教
に
お
い
て
、
保
守
主
義
の
復
興
や
、
新
た
な
智
正
性
運
動
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
寸
聖
霊
主
義
的
」
な
教
派
の
台
頭
が
顕
著
な
現
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

現
代
に
お
け
る
「
生
け
る
神
」
の
働
き
と、

そ
の
直
接
的
体
験
の
可
能
性

を
認
め
、
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス

マ
、
盟
(
言
、

預
言
、
神
癒
、
悲
霊
放
い
な
ど
を
、
積
極
的
に
評
価

・
宣
揚
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
運
動
で
あ
る
。

そ
の
直
接
の
起
源
は
、

今
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
に
起
こ
っ
た
ぺ
ン
テ
コ
ス
グ
リ
ズ
ム
の
運
動
に
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
二
つ
の
世
界
大
戦
を
経
て
、

一
九
六

0
年
代
に
は
っ
不
オ

・
ペ
ン
テ

『

l
)

コ
ス
グ
リ
ズ
ム
」
あ
る
い
は
「
聖
霊
カ
リ
ス
マ
運
動
」
の
名
で
、
趨
教
派
的
、
階
層
縦
断
的
な
信
仰
復
興
運
動
と
し
て
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
八

0
年
代
に
入
る
と
、

と
く
に
福
音
主
義
的
な
教
派
と
の
結
合
の
な
か
で
、
「
川
五
霊
の
第
二
一
の
波
」
と
い
っ
た
展
開
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
乙
の
運
動
の
直

接
の
発
信
源
は
、

ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
に
あ
る
フ
ラ
!
神
学
校
の
ピ

i
タ

i
・
ワ
グ
ナ

l
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
バ
!
と
い
っ
た
宣
教
学
、
教
会
成
長
学
の
指
導
者
た
ち
の
活

動
に
あ
る
。

し
か
し
現
実
的
に
は
、

ア
メ
リ
カ
国
内
は
も
と
よ
り
性
界
各
地
に
お
け
る
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
ル
で
体
験
主
義
的
な
教
会
活
動
の
高
ま
り
と
急
成
長
に
対
し
て
、

権
威
あ
る
神
学
校
の
指
導
者
の
一
部
が
、

い
わ
ば
「
後
追
い
」
の
形
で
こ
れ
を
追
認
し
、
即
奈
川
化
を
進
め
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
、
「
聖
霊
の
第
三
の
波
」
と
い
っ
た

呼
称
自
体
が
、
こ
う
し
た
広
い
総
野
を
も
っ
た
世
界
的
現
象
に

一
定
の
権
威
を
付
与
し
、
従
来
こ
う
し
た
運
動
に
懐
疑
と
軽
蔑
の
視
線
し
か
向
け
て
こ
な
か
っ
た
一
般
の
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キ
リ
ス
ト
教
聖
護
運
動
に
お
け
る
理
論
化
の
一
一
事
例

五
J¥ 

人
々
に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る
、
象
徴
的
標
語
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

D

ア
ラ
!
神
学
校
に
お
り
る
「
第
三
の
波
」
の
主
張
の
背
景
に
は
、
第
三
世
界
に
お
け
る
宣
教
師
た
ち
の
実
践
体
験
や
、
留
学
生
た
ち
の
証
し
の
働
き
が
あ
り
、
こ
れ
が

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

八

0
年
代
以
降
の
聖
霊
運
動
で
は
、
従
来
の
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
リ
ズ
ム
や
カ
リ
ス
マ
運
動
に
見
ら
れ
な
か
っ
た

そ
れ
が
何
よ
り
も
第
三
世
界
に
触
発
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
運
動
の
内
部
に
お
い
て
も
、
新
た
な
視
点
か

(
4
)
 

ら
の
教
会
史
の
再
検
討
を
通
し
て
、
「
西
洋
型
神
学
の
世
界
観
を
転
換
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム

・
シ
フ
ト
」
を
志
向
す
る
動
き
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

新
た
な
特
徴
と
し
て
、

「
第
三
の
波
」
と
い
っ
た
呼
称
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
部
か
ら
の
視
点
で
は
、
こ
う
し
た
運
動
が
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
「
世
界
宗
教
」
の
完
結
性
を
前
提
に
、

に
苦
慮
す
る
人
々
の
要
請
に
応
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
点
が
、 一

方
、
社
会
学
や
人
類
学
の
諸
研
究
で
は
、

ζ

れ
ら
の
運
動
が
、
急
速
な
都
市
化
や
産
業
社
会
化
へ
の
適
応

と
く
に
注
目
さ
れ
て
き
目
。
こ
れ
ら
を
西
欧
型
近
代
化
に
対
す
る
非
西
欧
的
対
応
と
い
う
従
来
の
図
式

そ
の
内
発
的
展
開
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

の
な
か
で
捉
え
る
か
、
あ
る

い
は
情
報
化
、
大
衆
社
会
化
、
消
費
社
会
化
と
い
っ
た
指
標
に
示
さ
れ
る
「
ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ン
」
状
況
へ
の
変
質
に
伴
う
現
象
と
し
て
捉
え

ア
メ
リ
カ
の

ニ
ュ
l

・
エ
イ
ジ
運
動
や
、

術
的
な
新
宗
教
の
台
頭
な
ど
と
も
連
動
し
た
現
象
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
重
要
と
な
る
。

る
か
は
、
様
々
に
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

工
業
化
の
進
行
す
る
都
市
型
社
会
に
お
け
る
霊

筆
者
は
す
で
に
、
沖
縄
県
に
お
け
る
聖
霊
主
一
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
事
例
調
査
を
ふ
ま
え
、
と
く
に
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
的
基
盤
が
濃
厚
な
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
、

聖
霊
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
の
急
速
な
再
生
現
象
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
ら
を
単
に
世
界
宗
教
の
内
発
的
展
開
と

い
う
視
点
、

あ
る
い
は

逆
に
、
土
着
文
化
へ
の
吸
収
・
還
元
と
い
っ
た
視
点
で
は
な
く
、

シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
自
律
的
な
宗
教
体
系
と
、
普
遍
主
義
的
な
志
向
性
を
も
っ
制
度
的
宗
教
と
が
相

互
に
触
発
し
合
う
、
.
民
衆
宗
教
の
具
体
的
動
態
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た

D

そ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
代
表
さ
れ
る
世
界
宗
教
の
グ
ロ

1
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シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
民
衆
宗
教
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
観
点
が
必
要
と
な
ろ
う
。

パ
ル
化
と
い
う
観
点
と
並
ん
で
、

こ
う
し
た
視
点
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
理
論
的
リ

i
ダ
ー
た
ち
の
あ
い
だ
に
も
徐
々
に
現
わ
れ
始
め
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

カ
リ
ス
マ
運
動
か
ら
寸
第
三
の
波
し
の
展
開

を
支
持
す
る
当
事
者
に
と

っ
て
、
土
着
の
シ
ャ
マ

ニ
ズ
ム
や
、

そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
ニ
ュ
!
・
エ
イ
ジ
ャ
i

や
世
界
各
地
の
新
宗
教
運
動
な
ど
は
、

ま
さ
に
世
紀
末
に
お

け
る
悪
霊
の
活
動
の
高
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
バ

1
の
著
書
、
『
力
の
伝
道
』

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

聖
霊
の
力
に
よ
る
悪
霊
と
の
積
極
的
な
戦



しユ

と

そ
の
徹
底
的
な
排
除
と
そ
が
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
使
命
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
、

す
で
に
植
民
地
支
配
の
も
と
で
の
強
一
位
的
な
布
教

が
不
可
能
と
な
っ
た
現
代
の
宣
教
活
動
は
、

シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
宗
教
や
、
民
族
主
義
的
な
新
宗
教
と
競
合
し
つ
つ
、

な
お
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性

を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
な
状
況
に
直
面
す
る
。
た
と
え
ば
神
癒
の
宣
教
を
前
宿
に
打
ち
出
し
た
場
合
、

そ
の
直
接
の
「
効
果
」
の
み
を
問
題
に
す
る

な
ら
ば
、
っ
伝
統
的
呪
術
師
に
治
せ
な
か
っ
た
病
気
が
教
会
で
癒
さ
れ
た
」
事
例
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
「
教
会
で
治
ら
な
か
っ
た
病
気
を
呪
術
師
が
治
し
た
」
事
例
も

累
積
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
は
単
な
る
治
病
の
効
能
を
超
え
た
一
定
の
教
説
に
よ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
的
癒
し
の
独
自
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
る
と
向
時
に
、
非
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
け
る
伝
統
的
宗
教
体
系
の
再
評
価
と
い
う
課
題
も
要
請
さ
れ
て
く
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
聖
霊
運
動
の
擁
護
も
、
単
純
な
体
験
主
義
の
称
揚
に
皆
ま
ら
ず
、
広
い
学
問
領
域
や
思
想
的
背
景
の
な
か
で
の
理
論
化
が
試
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
当
人
の
自
党
や
意
図
と
は
別
に
、
西
欧
世
界
の
支
配
的
な
世
界
観
や
人
間
観
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
契
機
が
認
め
ら
れ
る
場

合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ア
メ
ソ
カ
聖
公
会
の
司
祭
、

モ
1
ト
ン

-
T
・
ケ
ル
シ

i
(
云
O
門門
O
D
1
門
戸
門
)
志
向
ハ
巳
ω
め
て
)
の
一
前
論
な
ど
に
は
、
上
述
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
て
、

極
め
て
興
味
深
い
視
点
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
聖
霊
運
動
自
体
が
周
縁
的
な
小
数
派
に
留
ま
っ
て
い
る
日
本
で
は
、
彼
の
活
動
や
理
論
も
ま
た
、

一
部
の
リ
ー
ダ
ー
を
除

い
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、

と
り
あ
え
ず
彼
の
所
論
と
そ
の
背
景
を
素
描
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
、

さ
ら
に
、
筆
者
の
観
点
か
ら
重
要

と
思
わ
れ
る
若
干
の
注
目
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

ケ
ル
シ
ー
は

九
一
七
年
生
ま
れ
の
、
聖
公
会
司
祭
で
あ
る
。
イ
リ
ノ
イ
州
の
デ
ピ
ュ
!
に
生
ま
れ
、

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
の
パ

i
メ
ル
ト
ン
で
少
年
時
代
を
過
ご
し

さ
ら
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ク
レ
ア
モ
ン
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
で
勉
学
を
続
け
た
。
本
格
的
な
著
作
活

(。}

動
の
問
問
始
は
一
九
六

0
年
代
以
降
だ
が
、
す
で
に
今
日
に
部
る
ま
で
三

O
冊
近
い
著
書
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
特
に
八

0
年
代
以
降
の
活
動
に
は
自
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。

た
。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
笠
公
会
神
学
校
の
大
学
院
を
修
了
後
、

彼
の
理
論
の
中
心
的
課
題
を
士
一
一
一
同
で
ま
と
め
れ
ば
、
心
理
学
、

と
く
に
ユ
ン
グ
的
な
深
層
心
理
学
と
神
学
と
の
統
合
と
い
う
野
心
的
な
も
の
で
あ
る
。
乙
こ
か
ら
直
ち

れ
る
よ
う
に
、
彼
の
所
論
は
カ
リ
ス
マ
運
動
内
部
の
熱
心
な
笑
践
者
か
ら
は
、

や
や
危
検
視
さ
れ
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
カ
リ
ス
マ
運
動
な
い
し
っ
第
三
の

波
」
の
中
心
的
理
論
家
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
熱
狂
的
な
支
持
者
た
ち
か
ら
は
、

や
や
距
離
を
お
い
た
位
置
か
ら
、
こ
う
し
た
運
動
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
評
価
し

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
号



キ
リ
ス
ト
教
随
一
一
議
運
動
に
お
け
る
理
論
化
の
一
事
例

。

う
る
神
学
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
理
論
家
の
ひ
と
り
、

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

一
般
に
体
験
主
義
的
理
解
や
笑
践
活
動
が
先
行
し
、
神
学
的
基
盤
が
弱
い
と
い
わ
れ

る
カ
リ
ス
マ
運
動
一広
お
い
て
、

ケ
ル
シ

l
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
理
論
家
た
ち
の
影
響
力
は
小
さ
い
と
は
い
え
な
い
。
事
実
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
パ

i
も
一
九
八
六
年
の

『
力
の
伝
道
』
の
ア
メ
リ
カ
版
初
版
の
序
文
で
、

と
く
に
理
論
的
啓
発
を
受
け
た
著
作
と
し
て
、
初
期
の
著
名
な
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
著
作
家
で
あ
る
ド
ナ
ル
ド
・
ギ
1
の
『
霊

ケ
ル
シ

1
の
七
三
年
の
著
書
、
「
癒
し
と
キ
リ
ス
ト
教
』
を
あ
げ
て
い
る
。

的
賜
物
に
つ
い
て
』
と
並
ん
で
、

カ
リ
ス
マ
運
動
の
理
論
家
た
ち
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

ケ
ル
シ

1
の
著
作
活
動
も
純
粋
に
理
論
的
な
研
究
の
蓄
積
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

お
よ
び
聖
公
会
司
祭
と
し
て
の
笑
践
活
動
と
深
く
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
彼
自
身
の
回
想
に
よ
れ
ば
)
、
ケ
ル
シ
1

は
病
気
が
ち
で
抑
欝
的
な

む
し
ろ
彼
自
身
の
人
生
史
、

幼
年
時
代
を
過
ご
し
た
。
純
生
時
に
脳
を
強
く
圧
迫
さ
れ
た
こ
と
が
も
と
で
、
聴
力
障
害
や
情
緒
障
害
を
疑
わ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
幸
い
知
能
検
査
の
好
成
績
に
よ
っ

て
、
周
闘
の
冷
た
い
視
線
か
ら
は
救
わ
れ
た
。
と
は
い
え
、
彼
が
幼
年
時
代
を
送
っ
た
の
は
、
打
算
的
で
現
実
的
な
思
考
の
染
み
着
い
た
中
産
階
級
の
企
業
人
た
ち
が
住

む
東
部
の
町
で
あ
っ
た
。
教
会
学
校
で
の
形
式
的
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
も
、
「
自
分
た
ち
が
何
を
信
じ
て
い
る
の
か
全
く
分
か
っ
て
い
な
い
人
々
L

か
ら
教
え
ら
れ
た
。
彼

に
と
っ
て
の
唯
一
の
支
え
は
母
親
の
愛
情
で
あ
っ
た

D

彼
女
は
「
私
(
ケ
ル
シ

i
)
が
知
る
限
り
、
最
も
親
切
で
、
最
も
優
し
く
愛
情
深
い
人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
当
時
の
社
会
環
境
の
な
か
で
は
、
彼
女
の
よ
う
に
自
己
犠
牲
と
他
者
へ
の
献
身
を
第
一
と
す
る
よ
う
な
生
き
方
は
、
単
に
糊
り
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

や
が
て
彼
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の
大
学
院
に
進
み
哲
学
を
学
ぶ
が
、
こ
こ
で
の
講
義
は
人
生
の
意
味
に
思
い
悩
む
彼
に
と
っ
て
、
懐
疑
を
強
め
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

あ
る
教
授
は
授
業
中
に
信
仰
の
重
要
性
を
主
張
し
た
ケ
ル
シ

l
に
対
し
て
、
徹
底
的
な
罵
倒
と
噺
弄
の
言
葉
を
浴
び
せ
か
け
た
。
二
一
歳
の
年
、
心
の
支
え
で
あ
っ
た
母

親
が
他
界
す
る
。
そ
の
翌
年
、
彼
は
大
学
院
を
や
め
て
陸
軍
学
校
の
中
等
部
に
教
師
と
し
て
就
職
す
る
が
、
と
と
も
あ
ろ
う
に
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・
チ

i
ム
の
コ
ー
チ
を
押

し
つ
け
ら
れ
、
人
生
の
無
意
味
さ
に
思
い
悩
む
暗
い
日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
一
一
年
後
の
一
九
四
一
年
、
彼
は
再
び
神
学
校
に
入
り
、

キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
を
学
び

直
す
決
心
を
す
る
。

当
時
は
聖
職
希
望
者
が
極
揃
に
少
な
い
時
代
だ
っ
た
た
め
、
彼
の
希
望
は
比
較
的
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
彼
は
新
た
な
師
や
思
想
に
触

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
研
究
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
信
仰
を
徐
々
に
取
り
戻
し
て
ゆ
く
。

い
く
つ
か
の
教
会
で
聖
職
者
の
訓
練
を
受
け
る
な
か
で
、
妻
の
バ

!
パ

ラ
と
出
会
い
結
婚
、

ニ
人
の
子
供
を
も
う
け
た
。

や
が
て
ケ
ル

シ
!
は
正
式
の
司
祭
に
就
任
し
、

カ
リ
フ
方
ル
ニ
ア
の
新
教
区
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ネ
オ
・
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
と
よ
ば
れ
る
カ
リ
ス
マ
運
動
の
出

発
点
と
し
て

し
ば
し
ば
一
九
六

0
年
四
月
と
い
う
時
期
が
特
定
さ
れ
る
。

ζ

の
月
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
パ
ン
ナ
イ
ズ
の
聖
公
会
・
袈
マ
ル
コ
教
会
の
司
祭
で
あ
っ
た



デ
ニ
ス
・
ベ
ネ
ッ
卜
が
、

そ
の
五
カ
月
前
の
自
ら
の
兵
一
一
一
一
口
体
験
を
会
衆
の
前
で
諮
っ
た
こ
と
が
も
と
で
、
教
会
を
追
放
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
出
来
事

は
「
饗
マ
ル
コ
の
受
難
」
事
件
と
し
て
ア
メ
リ
カ
全
土
に
知
れ
渡
り
、

以
後
、

カ
リ
ス
マ
運
動
は
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
以
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
も
巻
き
込
ん
だ
聖
霊
刷

新
運
動
と
し
て
、
野
火
の
よ
う
な
広
が
り
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た
霊
的
現
象
は
、

す
で
に
五

0
年
代
後
半
か
ら
、
聖
公
会
、

ル
1
テ
ル
教
会
、
長
老
教
会
な
ど

に
お
い
て
頻
発
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
聖
公
会
と
い
う
符
合
を
見
た
だ
け
で
も
、

ケ
ル
シ

l
が
赴
任
し
た
教
会
が
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
運
動
の
中

心
付
近
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

ケ
ル
シ
ー
は
す
で
に
聖
職
訓
練
時
代
か
ら
、
神
癒
の
業
に
関
心
を
示
し
、
所
属
す
る
教
会
に
チ
ヤ
ー
ル
ス
・
ウ
ィ
ス
ト
ン
や
ア
グ
ネ
ス
・
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
い
っ
た
著

名
な
神
癒
の
指
導
者
を
切
叩
い
た
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
の
彼
は
ま
だ
完
壁
な
合
理
主
義
者
で
、
知
的
信
仰
は
あ
っ
た
が
、
神
性
(
門

7
0
g
i
z
)
の
体
験
的
知
識
は
全

く
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
礼
拝
は
ル

i
テ
ィ
ー
ン
に
流
れ
、
会
衆
た
ち
に
も
信
仰
の
活
気
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
次
第
に
募
る
不
安
の
な
か
で
、
彼
は
い
く
つ
か
の
惑

夢
を
見
、

し
か
も
夢
で
示
唆
さ
れ
た
通
り
の
不
安
が
現
実
に
な
る
と
い
う
体
験
を
す
る
。
ま
た
、
真
夜
中
に
「
閣
の
声
」
に
語
り
か
け
ら
れ
る
体
験
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
彼
の
発
言
と
信
仰
と
が
一
致
し
て
お
ら
ず
、
分
裂
し
た
ペ
テ
ン
師
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
。
同
じ
声
は
彼
が
信
徒
を
前
に
し
た
説
教
の
最
中
に
も
、
つ
お
ま
え
は
本

当
は
、

そ
の
場
当
り
的
な
説
教
を
信
じ
て
は
い
な
い
」
な
ど
と
傾
き
か
け
て
き
た
。
彼
の
不
安
と
焦
燥
感
は
次
第
に
強
ま
り
、

つ
い
に
は
心
身
症
的
な
症
状
に
陥
る
。
こ

う
し
た
な
か
で
彼
を
助
け
て
く
れ
た
の
は
、

キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
人
間
で
は
な
く
、
外
部
の
ユ
ン
グ
派
の
分
析
医
で
あ
っ
た
口
名
前
は
マ
ッ
ク
ス
・
ツ
エ

|
ラ
ー
と
い
っ

て
、
ナ
チ
の
収
容
所
か
ら
奇
跡
的
に
生
還
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
心
浬
学
者
の
忠
告
に
従
っ
て
、
夢
に
耳
を
傾
り
る
な
か
で
、

ケ
ル
シ

i
の
信
仰
生
活
に
は
次

第
に
生
気
が
蘇
っ
て
い
っ
た
口
彼
が
夢
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
た
霊
的
世
界
の
実
在
を
確
信
を
も
っ
て
諮
る
と
き
、
教
区
は
活
気
づ
き
、
集
会
は
熱
気
を
帯
び
、
信
徒
は

増
え
て
い
っ
た
と
い
う
。

一
L
E
U
-
二
、
支
ま
チ
ユ
}
リ
ッ
ヒ
と
度
り
、

一
寸
ノ
コ
ム
斗
ノ
'
勾
a
b
u
t
-
-ノ

t

一
学
期
間
、
最
晩
年
の
ユ
ン
グ
の
も
と
で
心
理
学
を
学
ぶ
。
や
が
て
六

0
年
代
に
入
る
と
、

ケ
ル
シ
1

は
積
極
的
に
著

作
活
動
を
開
始
す
る
が
、

そ
れ
は
み
ず
か
ら
の
体
験
と
ユ
ン
グ
即
奈
川
か
ら
学
ん
だ
笹
山
的
世
界
(ω
匂

5
宮
山
一
宅
O
ユ
己
)
の
笑
在
へ
の
確
信
を
ぺ

i

ス
に
、
折
か
ら
台
頭
し
て
き

た
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
リ
ス
マ
的
刷
新
(
わ

7
R
Z
E
E
-の
門
戸

2
9
5
3
の
諸
現
象
を
吟
味
し
、
大
筋
に
お
い
て
こ
れ
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

}
1
U

て
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¥
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一
寸
ノ
」
/
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ね
叶

b
Sノ
叶
衣
し
‘
ァ

d
F
l
i
i
霊
が
諮
る
暗
閣
の
言
葉
』
と
い
う
著
作
が
認
め
ら
れ
て
、
翌
六
九
年
、

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
ノ
!
ト
ル
グ
ム
大
学
に
招
か
れ
、
約
二

0
年
間
、
当
大
学
の
神
学

部
に
教
員
と
し
て
勤
務
し
た
。
こ
の
本
は
、
旧
約
、
新
約
、
初
期
教
会
か
ら
近
代
に
い
た
る
教
会
史
の
事
例
な
ど
を
辿
り
な
が
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お
け
る
夢
や

哲
学
・
思
惣
論
集
第
十
八
口
市

-'_ 
/¥ 



キ
リ
ス
ト
教
聖
護
運
動
に
お
り
る
理
論
化
の
一
事
例

一ι-
/¥ 

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
彼
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

大
学
退
職
後
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
一
戻
り
、
現
在
は
内
外
で
の
講
演
活
動
や
著
作
活
動
に
専
念
し
て
い
る
が
、

う
体
験
を
経
た
後
は
、
死
や
復
活
に
関
わ
る
主
題
へ
の
一
言
及
が
特
に
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
八
八
年
一
二
月
に
末
の
息
子
を
脳
炎
で
失
う
と
い

一
九
九
一
年
に
は
、
生
命
の
樹
の
再
生
や
自
然
の
聖
性
へ
の
深
い
膜

想
か
ら
生
ま
れ
た
詩
集
『
祈
り
と
セ
コ
イ
ア
杉
の
種
』
な
ど
も
公
刊
し
て
い
る
。

ケ
ル
ジ

l
の
所
論
の
一
例
と
し
て
、
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
的
癒
し
の
正
当
性
に
つ
い
て
論
じ
た

『心
理
学
・
医
療
・
キ
リ
ス
ト
教
の
癒
し
』
と
い
う
著
作
を
取
り
上
げ
て

み
た
い
。
本
書
は
一
九
七
三
年
に
出
版
さ
れ
て
話
題
を
呼
ん
だ
が
、

一
九
八
八
年
に
は
改
訂
版
が
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
だ
け
で
も
年
間
数
千
億
ド
ル

が
国
民
の
健
康
の
維
持
の
た
め
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
「
健
康
」
と
は
、
全
く
現
世
で
の
肉
体
の
保
全
と
同
義
で
あ
る
。

一
方
で
一
九
世

紀
以
後
に
登
場
し
た
セ
ク
ト
的
教
派
や
新
宗
教
の
信
仰
治
療
が
一
胞
を
き
か
せ
、

い
わ
ゆ
る
第
三
世
界
に
お
け
る
独
立
教
会
の
な
か
に
、
積
極
的
な
治
病
活
動
に
よ
る
自
ざ

ま
し
い
教
勢
の
拡
大
が
注
目
さ
れ
る
も
の
の
、
欧
米
の
主
流
教
派
は
リ
ベ
ラ
ル
派
、
保
守
派
を
問
わ
ず
、
宗
教
的
手
段
に
よ
る
肉
体
や
精
神
の
癒
し
に
、

ほ
と
ん
ど
関
心

を
示
し
て
と
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
信
仰
治
療
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
問
い
た
だ
け
で
、
と
れ
を
嫌
悪
し
、
異
端
視
す
る
傾
向
さ
え
あ
る
。
彼
は
、
あ
る
東
部
の
州
の
病

一
事
を
出
し
、

院
で
企
画
さ
れ
た
「
霊
的
治
療
」
に
関
す
る
研
究
会
の
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
案
内
状
は
周
辺
の
医
師
と
牧
師
に
対
し
て
出
さ
れ
、
医
師
は
一
人
を
除
い
て
全
員
が
返

八
割
が
参
加
し
た
が
、
牧
師
の
な
か
で
返
事
を
出
し
た
の
は
五
割
、
出
席
者
は
三
割
に
留
ま
っ
た
と
い
う
。
ケ
ル
シ

i
は
現
代
の
聖
職
者
に
顕
著
な
こ
う
し

た
嫌
悪
や
気
遅
れ
を
、

キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
照
ら
し
て
不
当
な
も
の
と
見
る
。
彼
は
独
自
の
教
会
史
の
回
顧
と
、

ユ
ン
グ
を
中
心
と
し
た
深
層
心
理
学
的
な
解
釈
を
武

口一清こ、

に
勺4

ト‘，
uv-

キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
け
る
癒
し
の
活
動
の
正
当
性
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
霊
的
癒
し
を
無
視
し
、
あ
る
い
は
敵
対
視
す
る
理
由
と
し
て
、
四
つ
の
背
景
が
考
え
ら
れ
る
と
い
犯
。
そ
の
第
一
は
、

今
世
紀
の
初
頭
以
降
に
支
間
的
と
な
っ
た
物
質
主
義
的
確
信
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
の
肉
体
は
物
質
的
・
身
体
的
医
学
に
よ
っ
て
の
み
ケ
ア
!
で
き
る
と
い
う

確
信
で
あ
り
、

そ
の
前
提
に
は
素
朴
な
唯
物
主
義
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
平
均
寿
命
の
延
び
や
乳
幼
児
死
亡
率
の
低
下
な
ど
が
、
人
々
の
乙
う
し
た
確
信
を
揺
る
ぎ
な
い
も

の
に
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
会
は
中
世
以
来
の
霊
肉
二
元
論
を
建
前
と
し
て
、

と
れ
を
容
認
し
た
。
教
会
は
倫
理
的
・
道
徳
的
価
値
を
担
当
し
、
病
い
は
す
べ
て
病
院
と
近



代
医
療
に
委
ね
る
と
い
う
分
業
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
魂
が
肉
体
に
影
響
を
及
ぽ
す
か
も
し
れ
な
い
、

と
い
っ
た
可
能
性
は
排
除
さ
れ
た
。

一
方
、
今
世
紀
の
中
墳
か

ら
精
神
医
学
や
心
身
医
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
精
神
と
肉
体
の
相
関
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
唯
物
主
義
的
な
近
代
医
療
観
を
い
と
も
容

易
に
受
け
入
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
会
に
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
兆
し
に
対
応
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
、

ほ
と
ん
ど
欠
け
て
い
た
と
い
う
。

ケ
ル
シ

l
は
、
物
質
主
義
的
確
信
に
捕
ら
え
ら
れ
た
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
た
ち
に
よ
る
霊
的
治
療

へ
の
反
発
の

い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
た
と
え
、ば
、
聖
書
に
描
か

れ
た
癒
し
の
奇
跡
な
ど
は
、
異
教
の
影
響
を
受
げ
た
も
の
で
、
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
要
素
で
は
な
い
、

と
い
っ
た
反
論
が
あ
る
。

ケ
ル
シ

l
は
ひ
と
つ
の
一
ア
モ
ン
ス

ト
レ

i
シ
ョ
ン
と
し
て
、
癒
し
ゃ
奇
跡
物
語
を
す
べ
て
削
除
し
た
新
約
聖
書
を
作
り
、
こ
う
し
た
主
張
を
す
る
人
た
ち
に
配
っ
て
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
と
い
う
エ
ピ
ソ

l

ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
聖
書
は
陳
腐
な
道
義
警
と
な
り
、
生
き
生
き
と
し
た
力
と
魅
力
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
信
仰
に
よ
る
癒

し
は
、
実
は
医
学
的
な
朋
語
で
説
明
で
き
る
と
い
う
合
理
的
解
釈
も
世
に
溢
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
心
の
病
い
へ
す
な
わ
ち
心
理
学
的
な
病
い
な
ら
ば

治
り
得
る
、

と
い
う
説
明
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ケ
ル
シ

i
は
、
心
理
的
あ
る
い
は
心
身
相
関
約
な
病
い
だ
か
ら
「
信
仰
で
も
」
治
り
や
す
い
、

な
ど
と
い
う
の

は
全
く
の
事
実
誤
認
で
あ
る
と
い
う
。
笑
際
に
は
、
病
気
の
な
か
で
最
も
厄
介
で
治
り
に
く
い
の
が
心
身
相
関
的
な
病
い
な
の
だ
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
病
気
の
大
半

は
多
少
と
も
心
身
相
関
的
で
あ
る
。
精
神
と
肉
体
の
両
面
に
深
く
食
い
込
ん
だ
病
い
が
治
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
奇
跡
」
で
あ
る
。
「
心
の
病
気
で
あ
れ
ば
、

信
仰
で
も
治
る
」
な
ど
と
い
う
説
明
は
、
物
質
主
義
的
確
信
に
揃
因
さ
れ
た
言
葉
の
す
り
か
え
だ
と
い
う
。

信
仰
治
療
に
抵
抗
す
る
背
景
の
第
二
は
、
「
信
仰
の
試
練
と
し
て
の
病
い
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
病
気
な
ど
の
災
い
の
原
因
を
究
極
的
に
は
神
に
一
元
化
す

る
思
想
を
前
提
と
し
て
い
る
。

の
笑
体
や
悪
霊
な
ど
の
存
在
を
否
定
す
る
以
上
、

す
べ
て
は
神
の
業
と
な
る
。
神
は
人
間
の
父
親
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
ら
れ
、
個

人
を
矯
正
す
る
手
段
も
教
育
と
処
罰
に
還
元
さ
れ
る
。
病
気
は
神
の
愛
に
よ
る
処
罰
な
の
だ
か
ら
、
神
か
ら
気
に
入
ら
れ
た
者
ほ
ど
病
気
が
多
く
な
る
と
か
、
病
気
は
信

仰
に
一
目
覚
め
さ
せ
る
恩
寵
な
ど
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
天
災
も
、
苦
し
い
病
い
も
、
神
の
恵
み
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
牧
師
に
で
き
る
の
は
霊

の
救
済
だ
け
で
、
精
神
や
肉
体
の
治
癒
に
は
関
与
で
き
ず
、

む
し
ろ
病
気
の
と
き
こ
そ
悔
い
改
め
の
チ
ャ
ン
ス
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
に
は

説
得
的
だ
が
、
新
約
聖
書
の
精
神
で
は
な
い
、

と
ケ
ル
シ
!
は
批
判
す
る
。
た
と
え
ば
福
音
書
の
数
多
く
の
癒
し
の
逸
話
の
な
か
で

イ
エ
ス
が
病
人
の
「
罪
」
に
つ
い

て
言
及
し
た
の
は
二
回
だ
り
で
、

そ
れ
も
何
か
具
体
的
な
罪
が
病
気
の
原
因
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
種
の
病
気
が
道
徳
的
・
宗
教
的
欠
如
か

ら
起
こ
る
と
し
て
も
、
決
し
て
あ
ら
ゆ
る

J

柄
い
が
罪
か
ら
生
じ
る
な
ど
と
イ
エ
ス
は
考
え
て

い
な
か
っ
た
。
惣
か
れ
た
者
を
苦
し
め
る
悪
霊
は
、

む
し
ろ
明
確
な
悪
の
実
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六
回

体
と
し
て
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
病
気
に
苦
し
む
人
に
必
要
な
の
は
、

理
解
と
共
感
で
あ
っ
て
、
裁
き
や
処
罰
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
の
宣
教
の
本
質
は
、
あ
く
ま
で

も
創
造
的
な
愛
の
霊
力
と
癒
し
を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

第
三
は
、
天
啓
史
観
(
口
町
七

g
g
z
o
g一一
ω
ヨ
)
と
し
て
知
ら
れ
る
教
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
当
面
の
問
、
癒
し
の
宣
教
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
教
会
が
軌
道
に
乗

る
ま
で
の
一
時
的
な
天
啓
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
、
初
代
教
会
確
立
以
後
の
癒
し
ゃ
奇
跡
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
る
口
ケ
ル
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
教
説
の
影
響
力
は
強

く
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
ル
タ
!
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
、
基
本
的
に
こ
の
教
説
を
受
け
入
れ
た
た
め
、
そ
の
後
の
多
く
の
神
学
か
ら
癒
し
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
。
バ
ル
ト
も
ま
た
、
初
期
に
お
け
る
ブ
ル
!
ム
ハ
ル
ト
へ
の
評
価
な
ど
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
の
考
え
方
を
踏
襲
し
た
と
す
る
。
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ワ
り

i
の
『
二

。
世
紀
の
宗
教
思
想
』
で
は
、

り
も
い
な
吋
o

そ
れ
ら
の
話
題
は
専
ら
精
神
医
学
や
心
身
医
学
の
場
に
追
放
さ
れ
た
。

一
五

O
人
の
神
学
者
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
人
間
の
精
神
的
・
身
体
的
健
康
に
宗
教
生
活
が
与
え
る
効
果
を
強
調
し
て
い
る
者
は
ひ
と

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
一
大
啓
史
観
L

と
い
う
用
語
自
体
は
英
国
プ
リ
マ
ス
・
ブ
レ
ズ
レ
ン
の
ジ
ョ
ン
・
ダ
!
ピ
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
に
作
ら
れ
た
新
し
い
神
学
用

語
で
あ
り
、
乙
れ
が
特
定
の
立
場
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
通
俗
化
し
た
の
は
、
一
九

O
九
年
の
『
ス
コ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
レ
ア
ア
ラ
ン
ス
・
バ
イ
ブ
ル
』
以
降
と
い
わ
れ
7

札口

一
般
に
天
啓
史
観
は
根
本
主
義
的
な
終
末
観
や
前
千
年
王
国
論
と
結
び
つ
い
た
た
め
、

ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
派
も
、
こ
う
し
た
教
説
に
同
調
す
る
限
り
「
天
啓
論

者
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
現
代
に
お
け
る
癒
し
ゃ
奇
跡
を
一
か
同
定
す
る
と
い
う
こ
面
性
を
も
っ
て
い
る
。
ケ
ル
シ

i
は
む
し
ろ
こ
の
後
者
を
批
判

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
天
啓
論
の
立
場
を
取
る
の
で
あ
る
口

第
四
は

二
O
世
紀
の
神
学
界
に
大
き
な
影
を
落
と
し
た
笑
存
神
学
の
影
響
で
あ
る
。
笑
存
神
学
は
自
由
主
義
神
学
に
対
す
る
深
い
批
判
的
視
座
を
も
ち
な
が
ら
、
結

局
、
個
人
の
物
質
的
肉
体
を
離
れ
た
超
自
然
的
・
非
物
質
的
な
笑
在
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う

D

そ
れ
は
「
実
存
」
を
超
え
た
い
か
な
る
力
も
認
め
な
い

と
い
う
限
定
に
よ
っ
て
、
閉
じ
ら
れ
た
体
系
と
し
て
の
科
学
的
な
世
界
観
を
公
理
と
し
て
受
付
入
れ
た
。
特
に
第
一
に
掲
げ
た
物
質
主
義
的
確
信
と
自
覚
的
に
結
び
つ
い

た
の
が
、
プ
ル
ト
マ
ン
で
あ
っ
た
。

ケ
ル
シ
ー
は
こ

O
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
者
か
ら
、

天
使
、

悪
霊
、

超
感
覚
的
な
知
覚
、

夢
や
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
意
義
な
ど
を
一
掃
す
る
こ

と
に
な
っ
た
元
凶
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
プ
ル
ト
マ
ン
神
学
を
激
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
論
を
提
示
し
た
う
え
で
、
ケ
ル
シ

1
は
旧
約
、
新
約
、
初
期
教
会
、
お
よ
び
そ
の
後
の
教
会
史
の
史
料
の
中
に
見
出
さ
れ
る
癒
し
の
事
例
を
辿
り
な
が
ら
、

今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
支
配
的
な
こ
の
間
つ
の
立
場
が

い
ず
れ
も
根
拠
を
も
た
な
い
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
議
論
は
多
岐
に
わ
た
り
、
簡
単
な
安



約
を
許
さ
な
い
が
、

と
り
わ
け
注
巴
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
四
福
音
量
日
に
お
け
る
イ
エ
ス
に
よ
る
四
一
の
癒
し
の
事
例
(
重
複
を
入
れ
れ
ば
七
二
事
例
)

の
綿
密
な
考
察
を

ふ
ま
え
て
、

イ
エ
ス
に
よ
る
癒
し
が
、

そ
の
特
異
な
人
間
観
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
、

と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
の
人
間
観
は
、
旧
約
的
世

と
い
う
の
で
あ
る
。

界
か
ら
現
代
ま
で
を
寅
い
て
、
多
く
の
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
一
般
的
な
人
間
観
と
は
根
本
的
に
異
な
る
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
、

多
く
の
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
一
般
的
な
人
間
続
と
は
、
現
代
社
会
で
は
す
で
に
自
明
祝
さ
れ
た
暗
黙
の
人
間
観
で
あ
る
。
そ
れ
を
敢
え
て
言
一
泊
同
化
し
て
い
え
ば
、
人

間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
、

な
い
し
は
心
に
は
、

た
だ
ひ
と
つ
の
本
質
的
な
中
心
が
あ
っ
て
、

そ
れ
は
本
人
の
意
識
的
選
択
に
よ
っ
て
行
為
を
決
定
で
き
る
、

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
人
は
何
が
正
し
く
、
何
が
間
違
っ
て
い
る
か
と
い
う
知
識
さ
え
持
つ
な
ら
ば
、

も
し
意
志
が
善
な
ら
ば
善
い
事
を
行
な
う
だ
ろ
う
し
、
意
志
が
悪
な
ら
ば
悪

を
行
な
う
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
邪
悪
な
行
為
と
は
我
々
の
邪
悪
な
意
志
の
結
果
で
あ
り
、
邪
恕
な
意
志
は
処
罰
に
よ
っ
て
の
み
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
分
に
処
罰

す
れ
ば
、
十
分
に
変
わ
る
(
べ
き
で
あ
る
)
。
そ
れ
で
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、

そ
の
人
は
も
は
や
修
復
不
能
な
ほ
ど
に
邪
悪
で
あ
る
か
、
異
常
な
の
で
あ
る
か
ら
、
隔
離
す

る
か
抹
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ケ
ル
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
社
会
生
活
の
根
震
に
は
、
こ
の
極
め
て
単
純
な
人
間
観
が
暗
黙
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、

そ
れ

は
旧
約
世
界
に
ま
で
遡
り
う
る
ほ
ど
に
根
の
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

そ
こ
で
は
、
人
間
は
単
一
の
統
合
さ
れ
た
人
格
で
あ
っ
て
、
「
一
止
常
L

で
あ
る
限
り
、
自
分
が
何

を
し
て
い
る
か
、

な
ぜ
そ
う
し
て
い
る
か
を
常
に
知
り
、
自
己
を
統
御
で
き
る

(
従
っ
て
、
統
御
す
べ
き
)
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
人
問
視
は
特
に
自
覚
的
に
言
語
化
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
時
代
以
前
か
ら
今
日
に
到
る
ま
で
、

ほ
と
ん
ど
挑
戦
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
人
間
本
性

に
対
す
る
基
本
的
理
解
で
あ
る
。
霊
い
心
の
病
い
や
精
神
の
障
害
と
い
わ
れ
る
も
の
に
で
も
直
面
し
な
い
限
り
、
こ
の
暗
黙
の
人
間
続
に
疑
問
を
呈
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
。
刑
務
所
、
少
年
院
、
精
神
病
院
は
、
す
べ
て
こ
の
人
間
観
の
上
に
成
り
立
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
と
ケ
ル
シ

i
は
一
一
言
う
。
す
で
に
我
々
の
世
界
観
の
一
部
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
の
人
間
観
は
、
悲
劇
的
に
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
、

と

ケ
ル
シ

i
に
よ
れ
ば
、

イ
エ
ス
は
こ
う
し
た
一
般
的
な
人
間
観
と
は
極
め
て
異
質
の
、
特
異
な
人
間
理
解
を
示
し
て
い
た
。
彼
は
人
間
を
は
る
か
に
複
合
的
な
存
在
と

し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
人
絡
に
は
様
々
な
中
心
が
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
彼
も
あ
る
点
ま
で
は
、
人
間
が
自
己
の
人
格
の
意
識
的
な
統
御
力
を
持
つ

て
お
り
、

そ
れ
は
鍛
え
ら
れ
、
伸
、
ば
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
を
教
え
た
。
意
識
的
統
御
の
重
要
性
と
個
人
の
責
任
の
強
調
は
、

キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
指
標
の
ひ
と
つ
と

な
?
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
加
え
て
、

イ
エ
ス
は
人
間
、
が
「
霊
的
な
力
L

す
な
わ
ち
心
霊
的
な
実
在
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
信
じ
て
い
た
、

と
ケ
ル
シ

l
は
言
う
。
病
い
や
苦
悩
の
原
因
に
は
、
人
間
の
意
識
や
意
志
的
統
御
を
超
え
た
多
く
の
も
の
が
存
在
す
る
。

イ
エ
ス
の
教
説
に
は
し
ば
し
ば
一
大
使
や
神
の
使
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い
が
登
場
す
る
。
彼
は
人
間
が
こ
う
し
た
積
極
的
な
霊
的
力
に
助
ゆ
ら
れ
、
啓
発
さ
れ
、
指
導
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
邪
悪
で

不
浄
な
悪
霊
た
ち
に
よ
っ
て
惣
依
さ
れ
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
も
信
じ
て
い
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
一
重
層
的
で
複
合
的
な
人
間
理
解
を
解
き
明
か
す
手
段
と
し
て
、
ケ
ル
シ
ー
が
示
唆
を
求
め
る
の
が
ユ
ン
グ
の
学
説
で
あ
る
。
以
後
、

ユ
ン
グ
の
学
説
紹
介
と

そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
近
代
医
学
は
癒
し
の
行
為
に
関
し
て
、

イ
エ
ス
と
同
じ
く
裁
き
を
含
ま
な
い
態
度

を
採
用
し
た
、

と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
近
代
医
学
は
細
菌
や
ウ
ィ

1
ル
ス
と
い
っ
た
外
在
的
な
病
気
の
原
因
を
指
摘
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
病
人
そ
の
も
の
を

非
難
の
対
象
か
ら
解
放
し
え
た
。
こ
れ
は
悪
霊
の
存
在
を
認
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
病
人
の
意
志
と
災
厄
と
の
直
結
を
否
定
し
た
、

イ
エ
ス
の
癒
し
の
態
度
の
延
長
線
上
に

し
ば
し
ば
云
わ
れ
る
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
や
ガ
レ
ノ
ス
で
は
な
く
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
こ
そ
、
そ
の
直
接
の
祖
で
あ
る
と
い
う
。

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
代
医
学
の
祖
は
、

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
医
学
を
ま
る
ご
と
唯
物
科
学
と
断
罪
し
、

そ
れ
に
対
抗
し
て
愛
の
信
仰
治
療
を
称
揚
す
る
と
い
っ
た
、

カ
リ
ス
マ
運
動
の
指
導
者

に
あ
り
が
ち
な
単
純
な
議
論
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、

イ
エ
ス
が
そ
れ
に
対
決
し
た
、
旧
約
世
界
か
ら
近
代
の
教
会
ま
で
を
貫
く
暗
黙
の
人
間
観
が
問
題
視
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
人
間
観
に
固
執
し
た
ま
ま
心
身
相
関
的
な
病
因
論
に
踏
み
込
む
な
ら
ば
、

そ
の
弊
害
は
「
唯
物
的
」
な
近
代
医
療
の
そ
れ
よ
り
も
悲
劇
的
な
も
の
と
な
る

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
こ
で
は
病
い
に
苦
し
む
当
人
の
意
識
や
意
志
そ
の
も
の
が
、
攻
撃
の
対
象
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
心
身
相
関
説
に
基
づ
く
病
因
論
の

通
俗
化
は
、
当
人
の
心
的
態
度
そ
の
も
の
へ
の
非
難
と
な
り
、
病
者
を
い
っ
そ
う
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
け
る
癒
し
の
行
為
を
難
し
く
さ
せ
、

そ

れ
故
に
消
極
的
に
さ
せ
て
き
た
の
は
、

す
べ
て
の
災
厄
の
原
因
を
神
に
一
元
化
す
る
神
学
と
、
統
御
可
能
な
意
識
的
主
体
と
い
う
一
元
的
な
人
間
観
で
あ
っ
た
。

ケ
ル
シ

l
は
乙
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
に
よ
る
「
愛
の
癒
し
」

の
特
異
性
を
、
近
代
の
つ
物
質
主
義
的
確
信
」
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
会
の
中
枢
に
巣

喰
っ
て
き
た
「
一
般
的
人
間
観
」
に
対
決
す
る
も
の
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
口
乙
の
特
異
性
は
、

そ
れ
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
教
、
ギ
リ
シ
ア
・
口

i
マ
の
宗
教
は
も

と
よ
り
、
未
開
宗
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
!
教
・
仏
教
の
治
病
儀
礼
と
も
決
定
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

彼
が
「
一
般
的
人
間
観
」
と
し
て
特
に
詳
述
し
て
い
る
の
が
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

l
マ
の
哲
学
・
宗
教
、

ユ
ダ
ヤ
の
律
法
主
義
、
中
世
・
近
世
の
神
学
・
哲
学
思
想
、

そ
れ

に
近
代
西
欧
的
な
価
値
観
を
身
に
つ
け
た
現
代
人
の
思
考
法
な
ど
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
射
程
に
あ
る
の
は
、
西
洋
文
化
の
「
主
流
」
と
称
さ
れ
て
き
た
人
間
観
に

限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

イ
エ
ス
が
認
め
て
い
た
霊
的
世
界
の
実
在
性
は
、

む
し
ろ
当
時
の
一
般
民
衆
の
民
俗
的
信
仰
と
の
共
通
性
が
示
唆

さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
民
衆
的
な
宗
教
に
は
、

ケ
ル
シ
!
自
身
が
ユ
ン
グ
に
依
拠
し
つ
つ
主
張
す
る
よ
う
な
人
間
の
内
面
世
界
の
複
合
的
構
造
を
認
め
る
視
点
が
生
き



へ
山
山
)

つ
づ
け
て
お
り
、
「
イ
エ
ス
が
こ
う
し
た
民
衆
的
な
方
式
を
変
え
よ
う
と
し
た
証
拠
は
何
も
な
い
」
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
キ
リ
ス

ト
教
的
癒
し
と
、
シ
ャ
マ

ニ
ズ
ム

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
民
俗
宗
教
的
基
盤
と
の

つ
な
が
り
、

あ
る

い
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
癒
し
の
内
在
的
理
解
を
通
し
て
の
、

民
俗
宗

教
の
再
評
価
と
い
う
、
興
味
深
い
問
題
が
伏
在
し
て
い

る
。

ケ
ル

シ
l

の
癒
し
論
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
癒
し
が
異
教
の

ヒ
l
ラ
ー
た
ち
の
行
為
に
比
べ
て
つ
効
果
」
が
高
い
、

と
い

っ
た
主
張
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い。

彼

の
議
論
の
中
心
は
イ
エ
ス
の
癒
し
を
支
え
る
人
間
観

・
救
済
織
の
独
自
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
笑
際
の
と
こ
ろ
、
具
体
的
効
果
の
問
題
は
、
人
間
の
能
力
や
判

断
を
超
え
た
神
秘
の
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
る
口
癒
し
の
行
為
に
よ
っ
て
即
座
に
治
る
者
も
い
れ
ば
、
治
ら
な
い
者
も
い
る
。
そ
れ
は
本
人
の
信
仰
や
道
徳
的
態
度
と
は
必

ず
し
も
連
動
し
て
い

な
い
。

悪
の
存
在
理
由
な
ど
と
と
も
に
、

ク
リ
ス
チ

ャ
ン
は
こ

の
間
い
に
最
終
的
な
答
え
を
期
待
す
る
乙
と
は
で
き
な

い
と
い
う
。
人
間
の
努
力
と

神
の
恩
寵
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、

い
。
し
か
し
、

ケ
ル
シ

l
の
立
場
は
か
な
り
折
衷
的
で
あ
る
。
彼
は

一
方
で
「
曲
が
っ
た
木
を
置
す
の
は
、

そ
れ
は
支
柱
を
立
て
る
庭
的
の
や
り
方
で
訓
練
さ
れ
ね
ば
な
、ら
な

い」

と
し
て
、
自
己
鍛
錬

・
教
育

・
主
体
的
努
力
な
ど
の
役
割
を
強
調
す
る。

救
い

は

い
か
な
る
信
条
で
も
意
志
で
も
な

気
で
も
治
る
、

本
人
の
努
力
と
は
全
く
無
関
係
に
神
の
行
為
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
し
て
、
予
定
説
を
批
判
す
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
信
仰
さ
え
強
け
れ
ば
如
何
な
る
病

円
判
む

と
い
っ
た
立
場
は
否
定
さ
れ
る
。
努
力
し
て
も
効
果
が
現
わ
れ
な
い
場
合
こ
そ
、
周
囲
の
助
け
や
、
本
人
の
忍
耐
と
勇
気
と
信
仰
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。

福
音
量
一
閣
の
精
神
を
引
き
継
ぐ
癒
し
の
実
践
は
、
初
期
教
会
で
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て

い
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、

ロ
ー
マ
の
キ
リ
ス
ト
教
公
認
を
境
に
次
第
に
後
退
し
て

い
っ
た

D

癒
し
の
宣
教
の
伝
統
は
東
方
教
会
で
は
維
持
さ
れ
た
が
、
西
欧
の
キ
リ

ス
ト
教
~世
界
に
お
い
て
は
、

五
、
六
世
紀
を
過
ぎ
る
と
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
す
こ
と
に
な

そ
の
様
々
な
要
因
を
論
じ
る
と
と
も
に
、

抑
圧
さ
れ
排
除
さ
れ
な
が
ら
も
伏
流
の
如
く
持
続
し
て
き
た
伝
統
が
、
近

代
に
入
っ
て
再
び
復
興
の
兆
し
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
は
ウ
ェ
ス
レ

ー
に
よ
る
信
仰
復
興
か
ら
、

る
。
ケ
ル
シ

i
は
こ
う
し
た
歴
史
を
辿
り
な
が
ら、

一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
セ
ク
ト
運
動
、

二

O
世
紀
の
世
界
的
な
聖
霊
運
動
へ
の
流
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
無
意
識
の
発
見
に
始
ま
る
精
神
分
析
学
や
深
層
心
理
学
、
心
身
医
学
な
ど
の
発
達
も
重
要
な
契
機
と
し
て

特
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
や
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は、

宗
教
的
な
癒
し
に
正
当
な
場
を
与
え、

こ
れ
を
理
解
で
き
る
よ
う
な
世
界
観
を
提
示
す
べ

き
時
期
に
来
て
い

る
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
け
る
癒
し
の
笑
践
は
、

正
当
な
宣
教
行
為
と
し
て
、
教
会
の
奉
仕
活
動
の
な
か
に
場
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
結
論
づ
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

哲
学

・
思
想
論
集
第
十
八
号

六
七



キ
リ
ス
ト
教
聖
護
運
動
に
お
け
る
理
論
化
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事
例
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¥
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四

と
こ
ろ
で
、
ケ
ル
シ

1
理
論
の
最
大
の
特
徴
は
、
彼
が
ユ
ン
グ
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
し
た
独
自
の
人
間
観
・
世
界
観
で
あ
る
口
彼
は
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
か
ス
キ
ー

ム
と
よ
ん
で
、
図
式
化
す
る
努
力
を
続
け
て
い
る
。
図

1
1
3
は、

上
述
し
た
癒
し
に
関
す
る
著
書
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
モ
デ
ル
の
具
体
例
で
、

そ
の
形
成
過
程
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
図
は
取
り
上
げ
る
テ
1
マ
や
思
索
展
開
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
変
化
し
な
が
ら
も
、
彼
の
著
作
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
登
場
す
る
。

関
ー
は
ア
ロ
イ
ト
の
モ
デ
ル
、
図
2
は
ユ
ン
グ
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
、

い
ず
れ
も
ケ
ル
シ
ー
に
よ
る
ア
ロ
イ
ト
・
ユ
ン
グ
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
ケ
ル
シ
ー
に
よ
れ
ば
、

フ
ロ
イ
ト
は
精
神
病
に
物
質
的
原
因
が
あ
る
と
と
を
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
脳
や
意
識
的
態
度
に
加
え
て
、

さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
隠
れ
た
無
意
識
部
分
を
見
出
し
た
と

い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
人
間
の
自
我
を
超
え
た
と
と
ろ
か
ら
利
用
で
き
る
よ
う
な
宗
教
的
な
助
け
が
入
り
込
む
余
地
は
な
く
、
彼
の
人
間
観
は
基
本
的
に
悲
観
的
な

も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
ユ
ン
グ
は
、
人
間
が
物
質
的
な
生
き
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
非
物
質
的
な
実
在
の
次
元
に
接
し
、

そ
れ
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
ぬ
い
て
い
た
。

そ
し
て
、
夢
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
直
線
、
癒
し
の
恵
み
な
ど
は
、
彼
が
類
心
的
領
域

(
Z
5
3
3
7
0
E
Z巳
自
)
と
よ
ん
だ
、
乙
の
も
う
ひ
と
つ
の
次
元
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
ζ

と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
。

フ
ロ
イ
ト
は
無
意
識
も
ま
た
合
理
的
に
思
考
す
る
も
の
と
捉
え
、
精
神
に
お
い
て
密
か
に
作
動
す
る
検
問
に
よ
っ
て
、
乙
の
本
質
的

に
合
浬
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
一
全
曲
き
れ
る
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、

ユ
ン
グ
は
無
意
識
が
最
初
か
ら
合
理
的
に
思
考
す
る
も
の
で
は
な
く
、
夢
や
イ
メ
ー
ジ
を

通
し
て
象
徴
的
・
隠
除
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
て
く
る
こ
と
を
-
認
め
た

D

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、

ユ
ン
グ
が
こ
の
広
大
な
次
元
の
複
雑
な
構
造
に
分
け
入
り
、
人
を

全
体
性
に
導
こ
う
と
す
る
」
畑
一
し
の
実
在

(
Z
m
Z
E
m
E山
口
々
)
」
と
と
も
に
、
人
を
破
滅
に
導
こ
う
と
す
る
破
壊
的
力
の
存
在
を
突
き
止
め
た
点
で
あ
る
、

と
さ
れ
る
。
ケ

ノレ
シ

は

ユ
ン
グ
が
悪
を
単
な
る
善
の
欠
如
な
ど
で
は
な
く
、

ひ
と
つ
の
実
在
と
見
て
い
た
と
し
て
、
こ
の
点
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ユ
ン
グ
解
釈
を
ふ
ま
え
て
、

ケ
ル
シ

i
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
立
場
か
ら
自
ら
の
人
間
観
・
世
界
観
を
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
が
図

3
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
図

2
と
同
一
で
あ
る
が
、
寸
ぽ
匂
ω
u
h
n
y
R
Z
H・8{ヨ、が、円プ
σ
名

E
7
E
B巳
5
に、

15σωσ
民
、
が
吋

Z
Cロロ
g
R包
ロ
守
宮
σ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
図
で
、
広

大
な
霊
的
領
域
の
円
内
に
四
角
に
区
切
ら
れ
た
部
分
は
、
「
限
定
さ
れ
た
時
間
・
空
間
領
域
(
物
質
的
実
在
ご
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
を
閉
じ
ら
れ
た
体
系

と
も
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
領
域
に
わ
ず
か
に
突
き
出
た
小
さ
な
三
角
形
の
部
分
が
意
識
的
な
自
我
で
あ
る
。
自
我
の
背
後
に
は
、

そ
の
数
倍
も
大
き
な
個
人
的
、

な
い
し



集
合
的
な
無
意
識
が
広
が
っ
て
お
り
、

そ
れ
は
霊
的
な
領
域
に
直
接
包
筏
さ
れ
て
い
る
。
近
代
化
さ
れ
た
社
会
に
住
む
現
代
人
の
多
く
は
、
自
我
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る

〉

〉

戸

入

ト
V
4
H
N
中
ん
】

物
質
的
領
域
の
み
を
唯
一
の
笑
在
と
す
る
暗
黙
の
世
界
観
に
盲
従
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
五
感
に
よ
る
体
験
や
、
情
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
世
界
の
外
に
は
、

る
笑
在
も
認
め
ら
れ
な
い
。
現
象
の
体
験
と
は
、
意
識
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
体
験
に
限
ら
れ
る
。
物
質
的
世
界
か
ら
独
立
し
た
笑
在
に
よ
っ
て
人
聞
が
影
響
を
受

け
る
な
ど
と
い
う
考
え
は
、
未
聞
社
会
の
迷
妄
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
宗
教
の
諸
問
題
も
ま
た
、
こ
う
し
た
閉
じ
ら
れ
た
時
間
・
空
間
領
域
の
内
部
に
悶
着
し
た
視
点

性
の
直
接
的
体
験
か
ら
類
推
し
て
は
な
ら
な
い
、

か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
様
々
な
方
法
論
が
洗
練
度
を
競
い
合
っ
て
い
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
神
の
知
識
は
こ
の
世
の
出
来
事
か
ら
類
推
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
神

personal unconscious 

斤
コ
げ
「
ナ
羽
九
日
ョ
山
ム
間
山
市
一
杭
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3

目

1
、コ一コ

司
i

守

l
J
+沼田一山口イ
F
U
R
m
J
i
j
lワ

と
い
う
結
論
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
。
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¥ 
Creative and Evil 
Influences in the 

Limited Physical World 

1iJere are other nonphysical realities that are represented by 
C and A. These are neither totally divine円ortotally evil， bυt a 
mlxture 01 both. 

戸む。

こ
れ
に
対
し
て
、

ケ
ル
シ

1
は
ユ
ン
グ
に
依
拠
し
つ
つ
、
人
聞
は
自
我
と
無
意

Limifed 
Time-Space Realm 
(Physical Re亭lity)

i 

i 

識
的
な
智
の
両
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る
。
我
々
は
知
覚
に
よ
っ
て
物
質

的
領
域
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
同
時
に
、
霊
的
領
域
に
あ
る
元
型

(
m
R
U
2
5
0
)
や

意
識
内
容
(
わ
O
D
S
D
Z
)
か
ら
も
影
響
さ
れ
る
。
図

2
・
3
に
お
い
て

A
や
C
で
表
一
記

liPMCH.ij P.281. 

さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
様
々
な
宗
教
に
お
い
て
「
天
使
的
」
寸
悪
魔
的
」

な
存
在
と
し
て
記
述
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
全
的
に
神
的
で
も
、
全

的
に
悪
で
も
な
く
、
両
者
の
混
合
と
さ
れ
る

D

そ
の
一
方
で
、
純
粋
に
無
制
約
的

な
神
性
の
働
き
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、

ケ
ル
シ

i
は

The Unllmited Divine 

Focυs・

Ambivalent メI ~ 
realilies / J I 

and contents / I I 
in the J ( I 
spiritual " J ). _ Personal 
realm 内ム、.and Collective 

c・A Unconscious 
Qf Human Being 

図 3.

十
分
に
言
葉
を
尽
く
し
て
説
明
し
て
い
な
い
。
ケ
ル
シ
ー
に
は
既
に
一
二

O
冊
近
い

著
書
が
あ
る
が
、

ユ
ン
グ
の
勺
自
己
」
概
念
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
い
う

「
無
制
約
の
神
性
」
も
ま
た
、
純
粋
に
理
論
的
な
概
念
と
し
て
の
み
捉
え
た
場
合

に
は
、
陵
昧
な
部
分
を
多
く
残
し
て
い
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
か
ら
い
え
ば
、

こ
の
無
限
の
神
性
は
究
同
一
的
創
造
主
で
あ
り
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
最
も

よ
く
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
と
か
「
実
在
の
中
心
に
あ
っ
て
、
私
を
気
づ
か
つ
て
く

れ
る
人
格
的
存
在
」
と
い
っ
た
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
あ
る
が
、
悪
や
元
型
や
無
意
識
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
立
ち
入
っ
た
，
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
図

3
に
見
る
よ
う
に
、

こ
の
絶
対
的
な
神
性
は
、
意
識
的
自
我
の
み
な
ら
ず
無
意
識
部
分
に
も
、

そ
の
僅
か
一
部
が
触
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
無
制
約
の
神
性
」
と
い
う
以

と
も
言
え
る
。

ょ
に
言
語
化
で
き
な
い
の
は
、

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
言
語
化
が
困
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
図
解
と
い
う
表
現
媒
体
が
多
用
さ
れ
て
い
る

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
は
長
い
年
月
に
及
ぶ
聖
戦
者
と
し
て
の
笑
践
体
験
や
苦
悩
の
な
か
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
統
一
的
・
整
合
的
な
世
界

像
の
体
系
化
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
た
思
索
の
産
物
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
神
や
世
界
に
関
す
る
純
粋
に
存
在
論
的
・
認
識
論
的
関
心
か
ら
接
近
す
る
者
に
は
、

た
だ
失



望
を
与
え
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

ケ
ル
シ
!
の
意
図
は
む
し
ろ
、
近
代
社
会
に
病
め
る
人
々
に
対
し
て
「
癒
し
」
や
「
救
済
」
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
世
界
像
を
提
示
す
る

こ
と
で
あ
り
「

そ
の
意
味
で
、
こ
う
し
た
ス
キ

i
ム
や
モ
デ
ル
自
体
が
、
夢
や
神
話
な
ど
と
同
じ
く
象
徴
的
・
隠
鳴
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え

る
。
彼
自
身
、
当
初
は
時
間
・
空
間
の
箱
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
物
質
的
世
界
し
か
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
完
壁
な
近
代
人
で
あ
り
、

解
す
る
ま
で
に
ほ
ぼ
一

O
年
を
要
し
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
そ
し
て
つ
い
に
ユ
ン
グ
の
見
解
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
見
解
に
き
わ
め
て
近
い
こ
と
が
理
解
で
き
た
と
い
う
。

ユ
ン
グ
の
一
一
一
一
回
っ
て
い
る
こ
と
を
理

も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ケ
ル
シ

i
広
と
っ
て
ユ
ン
グ
の
理
論
は
絶
対
な
も
の
で
は
な
い
。
「
彼
は
ド
ア
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
救
世
主
の
存
在
に

(
幻
)

ま
で
我
々
を
導
い
て
は
く
れ
な
い
」
と
し
て
、

ユ
ン
グ
は
様
々
に
解
釈
さ
れ
う
る
し
、
自
分
の
解
釈
も
そ
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
自
分
は
い
わ
ゆ

る
ユ
ン
グ
派
で
は
な
い
と
も
明
言
す
る
。

こ
う
し
た
い
わ
ば
独
自
の
ユ
ン
グ
解
釈
を
通
し
て
構
築
さ
れ
た
、
人
間
の
内
的
世
界
や
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
物
質
的
・
霊
的
世
界
の
モ
デ
ル
を
基
盤
と
し
て
、
ケ
ル
シ

i

は
様
々
な
聖
霊
体
験
・
悪
霊
体
験
・
異
一
一
言
・

-
夢
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
・
癒
し
の
奇
跡
な
ど
、
今
世
紀
後
半
に
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
系
の
教
会
を
中
心
に
活
発
化

し
た
諸
現
象
を
検
討
し
、

理
論
化
し
、
評
価
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
シ
}
は
二

O
世
紀
の
後
半
、

と
く
に
最
後
の
四
半
世
紀
に
、
人
類
は
新
た
な
体
験
を
始
め
て
い

る
と
見
る
。
そ
れ
は
一

い
え
ば
霊
的
次
元
へ
の
関
心
の
再
生
で
あ
り
、
霊
的
領
域
は
実
在
す
る
と
い
う
認
識
の
復
興
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
半
の
キ
リ
ス

卜
教
神
学
者
は
こ
れ
に
沈
黙
し
、
多
く
の
伝
統
教
会
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
暗
黙
の
う
ち
に
受
け
入
れ
て
い
る
世
界

観
が
、
と
の
世
で
働
く
神
性
の
積
極
的
な
存
在
に
場
所
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
は
様
々
な
哲
学
的
・
神
学
的
な
理
論
武
装
で
身
を
悶
め
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
開
問
ざ
さ
れ
た
機
械
的
体
系
と
い
う
近
代
の
世
界
観
を
乗
り
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
。

と
は
い
え
、
彼
は
こ
う
し
た
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
運
動
に
お
い
て
称
揚
さ
れ
る
諸
現
象
の
す
べ
て
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
的
信
仰

の
再
生
・
復
興
が
体
験
さ
れ
た
こ

O
世
紀
最
後
の
四
半
期
は
ま
た
、
霊
的
混
乱
の
時
代
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。

一
方
で
は
メ
ア
リ

l
・
ベ
イ
カ

1
・
エ
デ
ィ
ー
な
ど
に

よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
セ
ク
ト
的
教
派
や
ニ
ュ

1
・
ェ
イ
ジ
ャ
ー
た
ち
に
よ
る
霊
的
世
界
と
の
戯
れ
や
、
無
節
操
な
信
仰
治
療
が
暴
走
し
て
お
り
、

キ
リ
ス
ト
教
会
が
こ
れ

も
の
は
必
然
的
に
良
き
も
の
に
違
い
な
い
と
す
る
晃
解
」
を
批
判

し
、
注
意
を
促
し
て
い
る
。
霊
的
世
界
に
対
し
て
関
か
れ
る
こ
と
は
、
実
在
す
る
悪
に
対
し
て
も
聞
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
で
「
見
分
付
(
己

{
ω
B
3
5め
己
)
」

と
間
一
の
レ
ベ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
彼
は
特
に

と
い
う
問
題
が
重
要
な
実
践
的
課
題
と
な
る
。

ケ
ル
シ
!
の
個
々
の
著
作
で
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
な
モ
デ
ル
や
ス
キ

i
ム
に
基
づ
き
な
が
ら
、
各
々
の
霊
的
現
象
の

哲
学
・
思
怨
論
集
第
十
八
号

F七



キ
リ
ス
ト
教
聖
護
運
動
に
お
け
る
理
論
化
の
一
事
例

七

見
分
け
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
彼
の
著
作
活
動
全
体
が
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
ユ
ン
グ
理
論
を
べ

1
ス
に
し
た
「
見
分
け
」
の
理
論
化
で
あ
る
、

シ
」
ま
A
山

と
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
く
に
『
見
分
け
』
を
表
題
と
し
た
一
九
七
八
年
の
著
作
を
例
に
と
る
と
、
こ
こ
で
は
巴
ミ
E
m
古
匹
。
呂
町
公
と
よ
ば
れ
る
カ
リ
ス
マ
系
教
会
で
よ
く
知
ら
れ
た
現
象

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

に
強
く
満
た
さ
れ
た
と
さ
れ
る
聖
職
者
の
吹
き
付
け
る
息
な
ど
に
打
た
れ
て
、
会
衆
が
悦
惚
状
態
に
な
っ
て
次
々
に
倒
れ
る
と
い
っ
た
現
象

で
あ
る
。
瞬
間
的
な
癒
し
が
伴
う
こ
と
も
多
い
。
現
象
的
に
は
初
期
メ
ソ
デ
イ
ズ
ム
や
ア
メ
リ
カ
の
り
ヴ
ァ
イ
パ
ル
運
動
に
も
見
ら
れ
た
も
の
だ
が
、

一
九
六

0
年
代
に

キ
ャ
サ
リ
ン
・
ク
ー
ル
マ
ン
と
い
う
女
性
の
カ
リ
ス
マ
指
導
者
に
よ
っ
て
一
躍
有
名
に
な
っ
た
。

ケ
ル
シ

i
は
聖
書
や
教
会
史
の
検
一
討
か
ら
、
現
代
の
精
神
医
学
的
な
諸

説
ま
で
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
、

そ
の
正
当
性
を
認
め
る
一
方
で
、
「
す
べ
て
を
神
の
聖
霊
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
現
実
に
起
こ
り
う
る
種
々
の
危
険
性

に
つ
い
て
も
詳
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ω
E
1口
問
宮
吾
σ
名
門
司
芹
は
そ
の
場
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
禁
止
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
適
切
な
見
分
け
に
よ
っ
て
合
法

的
に
使
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
危
険
性
に
気
づ
い
た
と
き
、

さ
ら
に
深
い
理
解
が
可
能
に
な
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
五
つ
の
具
体
的
注
意
事
項
を
あ

げ
て
い
る
。
第
一
は
集
団
の
規
模
と
雰
囲
気
で
あ
る
。
小
さ
な
集
団
の
静
か
な
雰
囲
気
の
な
か
で
起
乙
っ
た
も
の
は
真
性
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
集
団
的
熱
狂
は
危

険
性
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
第
二
は
牧
師
に
よ
る
援
助
の
重
要
性
、
第
三
は
イ
ニ
シ
エ
!
シ
ョ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
繰
り
返
し
起
こ
る
こ
と
に
価
値

が
求
め
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
注
意
で
あ
る
。
こ
う
し
た
体
験
が
問
題
か
ら
の
逃
避
に
使
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
と
し
て
、

T
M
な
ど
の
膜
想
に
よ
る
救
済
の
危
険
性

も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
第
四
は
体
験
内
容
を
認
知
す
る
明
確
な
方
法
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
第
五
は
そ
の
当
否
が
何
よ
り
も
笑
(
結
果
)
に
よ
っ

て
克
分
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
「
愛
の
テ
ス
ト
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
彼
の
、
王
張
は
、

一
方
で
理
性
の
絶
対
化
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
自
己
の
主
観
的
体
験
の
み
を
絶
対
視
し
、
感
情
の
お
も
む
く
ま
ま
に
身
を
委
ね

述
べ
、
霊
的
領
域
を
過
度
に
畏
れ
る
あ
ま
り
、

る
よ
う
な
立
場
に
も
与
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
人
間
の
内
面
世
界
の
複
雑
な
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
意
識
的
で
明
示
的
な
心
理
学
も
必
要
で
あ
る
と

そ
れ
を
あ
る
程
度
ま
で
統
御
で
き
る
こ
と
を
見
失
っ
て
い
る
人
た
ち
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
熱
心

な
カ
リ
ス
マ
運
動
の
信
徒
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
タ
イ
プ
で
、
す
べ
て
の
不
都
合
な
状
況
を
悪
霊
の
仕
業
と
見
な
し
、
自
分
の
気
に
入
ら
な
い
相
手
は
す
べ
て
サ
タ
ン
に

操
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
悪
霊
被
い
に
向
か
お
う
と
す
る
よ
う
な
人
た
ち
で
あ
る
。
ケ
ル
シ
ー
は
心
理
学
的
見
地
か
ら
「
投
射
」
の
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
、
こ
う
し
た

悪
霊
へ
の
災
国
の
一
元
化
に
警
告
を
与
え
て
い
る
。
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図
4
は
夢
に
つ
い
て
検
討
し
た
著
作
に
お
い
て
、
夢
が
指
し
示
す
様
々
な
領
域

を
表
し
た
地
図
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
夢
の
な
か
で
表
現
さ
れ
る
領
域
が
番
号
の

①
か
ら
⑦
ま
で
示
さ
れ
、
個
々
の
夢
が
複
雑
な
物
質
世
界
・
霊
的
世
界
の
ど
の
部

分
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
①
は
、
夢
が
主
と

U' G D R.J) P. 205. 

し
て
昨
日
の
出
来
事
や
そ
の
意
義
を
指
示
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う

し
た
夢
は
予
想
以
上
に
稀
で
あ
る
と
い
う
。
②
は
テ
レ
パ
シ
ー
、
透
視
、
予
見
と

し
て
の
夢
で
あ
る
。
未
来
を
予
見
し
た
り
、
科
学
的
発
見
を
促
す
こ
と
も
あ
る
が
、

あ
ら
ゆ
る
夢
が
未
来
を
語
る
も
の
と
誤
解
す
る
と
迷
信
的
乱
用
と
な
る
。
③
は
記
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憶
か
ら
の
再
生
で
、
意
識
的
に
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
不
可
能
な
事
が
想
起
さ
れ

る
。
内
な
る
夢
見
者
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
記
憶
が
失
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
、

と
ケ
ル
シ

l
は
述
べ
て
い
る
。
④
は
意
識
が
抑
圧
し
た
過
去
の
行
為
や
思
考
で
あ

る
。
こ
の
種
の
夢
は
、
我
々
の
生
活
を
開
い
た
り
、
変
化
さ
せ
る
重
要
な
材
料
を

も
た
ら
す
。
⑤
は
ユ

ン
グ
が
集
合
的
無
意
識
と
呼
ん
だ
も
の
。
心
の
本
性
や
構
造

究
や
応
用
が
必
要
で
あ
る
。
⑤
は
ヌ
ミ
ナ
ス
な
畏
敬
を
喚
起
す
る
力
に
満
ち
た
夢
で
あ
る
。
多
く
は
神
性
と
悪
霊
的
な
も
の
と
の
混
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
死
ん
だ
人

を
教
え
て
く
れ
る
普
遍
的
象
徴
で
、
こ
の
レ
ベ
ル
を
理
解
す
る
に
は
、
多
く
の
研

間
た
ち
」
と
い
っ
た
存
在
ま
で
が
視
野
に
収
め
ら
れ
て
い
る
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
一
悪
霊
的
要
素
が
強
け
れ
ば
恐
怖
が
強
ま
り
、
死
者
や
天
使
的
な
い
し
中
立
的
な
霊

あ
る
。

的
存
在
が
働
付
、
ば
、
驚
博
を
も
た
ら
す
。

わ
ず
か
で
も
神
性
に
触
れ
た
場
合
に
は
、

エ
ク
ス
タ
シ
ー
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
⑦
は
、
無
制
約
の
神
性
の
啓
示
で

ケ
ル
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
夢
が
見
ら
れ
る
の
は
一
生
に
一
度
か
二
度
に
制
限
ら
れ
、
死
を
目
前
に
し
た
場
合
が
多
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
夢
の
中
に
は
常
に
ヌ
ミ
ナ
ス
な
も
の
、
神
的
な
も
の
の
表
現
が
存
在
し
て
き
た
。
し
か
し
、
神
の
啓
示
が
直
接
に
示
さ
れ
る
ζ

と
は
稀
で
あ
り
、

ど
の
場
合
、

ヌ
ミ
ナ
ス
な
性
質
は
平
凡
な
性
質
と
、
混
合
し
て
い
る
と
い
う
。
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そ
れ
ら
は
合
理
的
思
考
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
隠
喰
的
・
象
徴
的
に
見
分
け
が
な
さ
れ
ね
ば
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な
ら
な
い
。
夢
に
注
意
深
く
茸
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
物
質
的
世
界
と
は
別
の
、
多
く
の
層
や
レ
ベ
ル
を
持
っ
た
実
在
に
出
会
う
と
と
が
で
き
る
。
こ
の
笑

在
は
人
に
よ
っ
て
「
霊
的
世
界
」
「
集
合
無
意
識
」
「
類
心
的
領
域
」
「
神
々
と
悪
霊
の
領
域
」
な
ど
様
々
に
命
名
さ
れ
る
が
、

て
来
る
実
在
に
耳
を
傾
け
た
と
き
に
発
見
し
た
も
の
を
記
述
し
た
仮
の
名
前
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
人
は
自
ら
の
体
験
へ
の
象
徴
的
・
宗
教
的
接
近
を
通
し
て
、
神
が

と
述
べ
ら
れ
て
い

る。

い
ず
れ
も
人
が
自
ら
の
深
み
を
通
し
て
や
っ

依
然
と
し
て
人
間
の
魂
の
深
み
か
ら
語
り
か
け
て
い

る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、

五

と
こ
ろ
で
、

ユ
ン
グ
の
学
説
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
司
祭
と
い
え
ば
、
学
術
の
世
界
で
は
む
し
ろ
、
ジ
ョ
シ

・
A
・
サ

ン
フ
ォ

ー
ド
の
名
前

が
知
ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
も
ま
た
、

一
九
六

0
年
代
か
ら
夢
や
内
面
世
界
の
宗
教
的
意
義
に
関
す
る
著
作
を
発
表
し
、

ユ
ン
グ
理
論
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
の

統
合
の
道
を
模
素
し
て
き
た
埋
論
家
・
実
践
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
ケ
ル
シ

l
と
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
三

O
年
来
の
知
友
で
あ
り
、

ケ
ル
シ
1

の
著
作
で
は
し
ば
し
ば
サ
ン

フ
ォ
ー
ド
に
対
す
る
'
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
、

ま
た
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
著
書
に
も
、
重
要
な
参
照
文
献
と
し
て
、

ケ
ル
シ
!
の
諸
著
作
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
見
て
き
た
よ
う
に
ケ
ル
シ
ー
が
す
で
に
ユ
ン
グ
理
論
の
枠
を
大
幅
に
超
え
て
、

カ
リ
ス
マ
運
動
の
擁
護
に
向
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

サ
ン
フ
ォ

ー
ド
に
は
そ

一
九
八
八
年
に
ア
メ
リ
カ
で
刊
行
さ
れ
た
『
ペ
ン
テ
コ
ス
テ

・
カ
リ
ス
マ
運
動
辞
典
』
に
も
、
ケ
ル
シ

1
は
載
せ
ら

れ
て
い
る
が
、

J
・
A
-
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
名
は
見
え
な
い
。
外
面
的
実
在
し
か
認
め
よ
う
と
し
な
い
現
代
社
会
を
批
判
し
、
夢
に
代
表
さ
れ
る
内
面
的
体
験
の
な
か
に

う
し
た
方
向
性
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
実
際
、

超
越
神
に
至
る
道
を
模
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
再
生
を
目
指
す
、

と
い
う
基
本
姿
勢
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
、

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
に
お
い
て
は
、

二L

ン
グ
理
論
を
よ
り
忠
実
に
解
釈
し
、
援
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
が
顕
著
で
あ
る
。
両
者
の
分
岐
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
サ
ン
フ
ォ

ー
ド
の
所
論
を
検
討
す
る
乙
と

は
、
聖
護
運
動
の
擁
護
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
ケ
ル
シ

l
理
論
の
独
創
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

サ
ン
フ
ォ

ー
ド
の
主
張
で
ま
ず
自
立
つ
の
は
、

ユ
ン
グ
の
一
一
一
一
向
う

「個
性
化
」
の
重
視
と
、

そ
と
か
ら
展
開
さ
れ
る
全
人
格
の
統
合
、
全
体
性
の
実
現
、

と
い
う
テ

1
マ

の
強
調
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば

個
々
人
の
自
我
は
意
識
の
中
心
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
の
人
格
に
は
、

さ
ら
に
広
大
な
無
意
識
の
領
域

が
存
在
す
る
。
乙
の
領
域
を
内
面
世
界
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
自
我
は
内
閣
世
界
と
の
創
造
的
な
関
係
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
全
体
性
の
実
現
と
い
う
こ
と
の

本
意
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
が
心
理
学
的
実
在
と
し
て
-
認
め
た
内
面
世
界
は
、
神
学
的
に
言
え
ば
霊
的
実
在
と
し
て
の
神
の
御
国
と
さ
れ
る
口
御
国
に
入
る
こ
と
は
、

し
ば
し



ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
的
に
是
認
さ
れ
た
完
全
性
の
徹
底
遵
守
、

い
わ
ば
集
合
的
思
惟
に
拘
束
さ
れ
た
徳
自
に
服
従
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
東
洋
の

諸
宗
教
が
主
張
す
る
よ
う
な
霊
的
実
在
と
の
融
合
を
目
指
す
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
真
の
個
人
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
「
個
性
化
」
の
実
現
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
口
全
体
性
の
回
復
と
は
、
世
間
や
教
会
が
神
の
ご
と
き
完
全
性
と
し
て
諮
る
言
説
を
盲
信
し
て
、
乙
れ
に
服
従
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
が
神
に
創
ら
れ
た
ま

ま
の
人
間
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
「
御
毘
に
入
る
こ
と
は
集
団
と
の
一
体
視
を
壊
し
、
ひ
と
り
の
個
人
で
あ
る
と
い
う
重
荷
を
引
き
受
げ
る
こ
と
を
必
要

(
お
)

と
す
る
」
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
主
張
す
る
全
体
性
の
笑
現
と
い
う
理
念
の
背
後
に
は
、
個
人
性

(
5
E
iハ
宮
山
口

C
「
)
の
価
値
に
対
す
る
大
き
な
信
頼
が
あ
る
。
そ
乙
で
は
ま

た
強
い
自
我
が
重
視
さ
れ
る
。
御
国
に
入
る
道
程
は
、
宗
教
の
進
化
に
対
応
し
た
自
我
の
発
達
過
程
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
、
「
進
化
」
寸
発
達
」
と
い
っ
た
理
念
へ
の
強
い

信
頼
が
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

ユ
ン
グ
浬
論
に
依
拠
し
た
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
に
と
っ
て
、
こ
の
自
我
は
決
し
て
全
人
格
の
中
心
を
担
う
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
真
の

創
造
性
と
は
、
決
し
て
自
我
そ
の
も
の
の
働
き
で
は
な
く
、
内
面
世
界
か
ら
粛
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
我
は
内
部
か
ら
や
っ
て
く
る
創
造
牲
に
形
と
表
現
を
与
え
る
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
。
自
我
が
自
ら
の
否
定
的
な
部
分
を
無
意
識
の
な
か
に
追
い
や
り
、

そ
こ
に
埋
め
込
ん
で
し
ま
う
と
き
、
人
格
の
統
合
性
は
失
わ
れ
、
全
体
性
の
実
現

は
不
可
能
と
な
る
。
と
は
い
え
、
自
我
を
放
棄
し
、
こ
れ
を
神
に
捧
げ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
強
い
自
我
の
発
達
が
必
要
と
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
が
持
っ
て
い
な
い

{
W
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も
の
を
神
に
捧
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
自
我
中
心
主
義
と
は
、
む
し
ろ
弱
い
自
我
に
由
来
す
る
。
弱
い
自
我
は
人
生
に
対
処
で
き
ず
、
防
衛
の
た
め
に

代
替
物
を
立
て
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
的
な
道
具
立
て
に
依
存
す
る
と
い
う
。

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
に
と
っ
て
、
全
体
性
の
笑
現
と
は
、
あ
く
ま
で
も
強
固
な
自
我

に
よ
る
内
面
世
界
の
意
識
化
で
あ
り
、
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
「
個
性
化
」
「
個
人
性
」
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

サ
ン
フ
ォ

i
ド
に
お
け
る

J
非
」
お
よ
び
つ
悪
」
の
問
題
に
対
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
上
述
の
ケ

ル
シ
!
の
立
場
と
の
分
岐
点
を
示
唆
す
る
微
妙
な
差
呉
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
人
は
し
ば
し
ば
意
識
が
邪
悪
な
も
の
と
し
て
拒
絶
し
た

自
分
自
身
の
部
分
を
、
無
意
識
の
な
か
に
追
い
や
り
、
意
識
が
適
当
と
認
め
た
仮
面
を
つ
け
て
生
き
よ
う
と
す
る
。
し
か
し、

こ
の
否
定
的
部
分
は
、
意
識
に
よ
っ
て
拒

絶
さ
れ
、
無
意
識
の
な
か
に
抑
圧
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
意
識
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
攻
撃
を
仕
掛
け
て
く
る
。

そ
れ
は
心
の
病
い
を
引
き
起
こ
し
、
他
者
に
投

射
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
激
し
い
怒
り
や
憎
し
み
の
原
因
に
も
な
る
。
従
っ
て
、
罪
と
は
神
の
律
法
の
違
反
を
重
ね
る
こ
と
で
は
な
く
、
無
意
識
に
生
き
る
こ
と
、

す

な
わ
ち
無
意
識
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
行
為
に
身
を
委
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
集
合
的
思
慨
が
公
認
し
た
世
間
的
秩
序
へ
の
服
従
で
は
な
く
、
無
意
識
の
な
か

哲
学
・
思
想
論
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六

に
拒
否
さ
れ
た
部
分
の
意
識
化
に
よ
る
人
格
の
統
合
で
あ
り
、
全
体
性
の
回
復
で
あ
る
と
い
う
テ

l
マ
が
、
こ
こ
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

惑
の
問
題
も
ま
た
、
同
様
の
観
点
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
人
が
自
己
の
外
部
に
邪
悪
な
も
の
、
敵
と
し
て
立
て
る
も
の
の
大
半
は
、

実
際
に
は
無
意
識
の
な
か
に
抑
圧
さ
れ
た
自
己
自
身
の
否
定
的
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
外
部
に
想
定
さ
れ
た
敵
の
正
体
は
、
「
内
な
る
徹
」
で
あ
る
。
こ
の
真
の
敵
に
気

づ
か
な
い
と
と
が
悪
を
創
り
出
す
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
他
人
を
邪
悪
と
決
め
つ
け
、
腹
を
立
て
る
と
き
、
笑
は
自
分
自
身
に
腹
を
立
て
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
パ
リ

サ
イ
的
な
建
前
と
自
分
自
身
の
同
一
視
を
や
め
る
こ
と
は
、
内
な
る
敵
と
の
出
会
い
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
内
な
る
敵
と
出
会
う
こ
と
は
、
受
容
と
和
解
を
可
能
に
す

る
。
そ
こ
で
は
か
つ
て
対
立
し
て
い
た
も
の
が
、
調
和
的
な
関
係
の
な
か
で
統
合
さ
れ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
に
い
え
ば
、
人
が
創
ら
れ
た
ま
ま
の
人
間
と
し
て
成

就
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
と
う
し
た
主
張
は
、
悪
霊
へ
の
災
国
の
一
元
化
に
対
す
る
警
告
と
し
て
、

ケ
ル
シ

i
の
所
論
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、

霊
的
世
界
の
い
わ
ば
多
元
的
で
重
層
的
な
構
造
を
容
認
し
、
人
格
の
複
数
の
中
心
を
考
え
る
ケ
ル
シ

i
に
対
し
て
、

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
内
面
世
界
は
、
あ
く
ま
で
も
「
個

性
化
」
と
「
内
な
る
敵
の
意
識
化
」
を
中
心
と
し
て
、
統
一
的
に
説
明
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。

確
か
に
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
も
ま
た
、
惑
を
善
の
欠
如
態
と
見
な
す
伝
統
神
学
に
対
す
る
ユ
ン
グ
の
批
判
判
に
共
鳴
し
、
悪
が
ひ
と
つ
の
実
在
で
あ
っ
て
、
自
律
し
た
独
立
の

働
き
で
あ
る
こ
と
を
-
認
め
る
。
し
か
し
、
彼
が
笑
際
に
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
悪
の
事
例
の
大
半
は
、
内
面
世
界
に
抑
圧
さ
れ
た
否
定
的
部
分
の
投
射
、

と
い
う
定
式

に
帰
着
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
夢
の
な
か
に
現
れ
る
敵
対
的
人
物
や
、
奇
妙
な
存
在
、
邪
悪
な
怪
物
が
例
証
さ
れ
る
場
合
で
も
、

そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
っ
影
」
寸
ア
ニ

マ
」
「
ア
ニ
ム
ス
」
と
い
っ
た
ユ
ン
グ
の
元
型
論
に
沿
っ
て
解
釈
さ
れ
、

ケ
ル
シ
ー
の
よ
う
に
、
死
者
の
霊
ま
で
を
も
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
、
霊
的
世
界
の
複
合
的
構
造

と
い
っ
た
議
論
に
は
展
開
し
な
い
。
そ
の
結
果
、

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
枠
組
み
の
な
か
で
は
、

ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
派
の
悪
霊
被
い
な
ど
は
評
価
さ
れ
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
ら
は
、
自
己
の
邪
悪
な
部
分
を
外
部
に
投
射
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
の
な
か
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
危
険
な
行
為
と
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

サ
タ
ン
と

は
人
間
の
な
か
に
あ
っ
て
悪
霊
的
に
見
え
る
よ
う
な
集
合
的
諸
力
の
擬
人
化
で
あ
る
。
人
間
の
自
我
に
取
り
懲
き
、

つ
い
に
は
人
間
を
そ
の
中
心
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま

う
激
情
や
低
級
の
動
機
こ
そ
が
サ
タ
ン
の
働
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
悪
霊
を
除
く
た
め
に
は
、
対
話
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
逆
ら
う
悪
霊
が
語
る
言
葉
に
耳
を

傾
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
、

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
繰
り
返
し
主
張
す
る
。
こ
こ
で
も
、
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
対
立
物
の
和
解
と
い
う
モ
テ
ィ

1
フ
で
あ
る
。
悪
霊
を
自
分

と
は
無
縁
の
も
の
と
し
て
意
識
か
ら
消
し
去
り
、
自
律
的
に
活
動
さ
せ
て
し
ま
う
た
め
に
、

そ
れ
は
真
に
サ
タ
ン
的
な
も
の
に
な
る
の
だ
と
い
う
。



こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
悲
の
問
題
に
関
し
て
、
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
こ
れ
を
「
自
然
的
悪
」
と
「
道
徳
的
悪
」
の
二
つ
に
大
別
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
然

的
悪
と
は
、
地
震
、
洪
水
、
病
気
と
い
っ
た
、
人
を
苦
し
め
る
自
然
現
象
を
包
括
し
、

正
義
に
対
す
る
明
か
な
目
的
や
関
わ
り
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し

て
道
徳
的
一
惑
と
は
、
人
間
の
心
(
七
認
の
y
m
w
)

か
ら
生
ず
る
邪
悪
な
意
図
や
行
為
を
指
す
。
そ
れ
は
「
心
理
学
的
悪
」
と
も
言
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
類
別
を
し
た
う

え
で
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
話
題
と
す
る
悪
は
、
専
ら
こ
の
後
者
の
道
徳
的
・
心
理
学
的
悪
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
ケ
ル
シ

i
が
格
闘
し
て
い
る
よ
う
な
病

気
の
癒
し
と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
、

ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
な
い
。

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
著
作
で
は
、
彼
自
身
が
臼
々
の
牧
会
活
動
の
な
か
で
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
な
っ
た
信
徒

た
ち
の
事
例
に
即
し
て
、
罪
や
恕
の
問
題
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
話
題
の
中
心
に
な
る
の
は
、
対
人
関
係
に
お
け
る
憎
し
み
、
怒
り
、
自
己
嫌
悪
な
ど
で
あ
る
。
あ

る
意
味
で
、

そ
れ
は
現
代
ア
メ
リ
カ
の
中
産
階
級
を
苦
し
め
る
「
道
徳
的
・
心
理
学
的
悪
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
、
独
裁
、
拷
問
、
極
度
の
貧
困
、
飢
餓
、
疫
病

と
い
っ
た
要
因
は
、

ほ
と
ん
ど
関
わ
っ
て
こ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
解
放
の
神
学
や
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
運
動
な
ど
が
大
き
な
社
会
的
意
味
を
獲
得
し
え
た
の

は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
「
自
然
的
悪
」
あ
る
い
は
個
人
の
心
理
を
越
え
た
寸
政
治
的
・
社
会
学
的
悪
」
が
暴
走
す
る
現
場
で
あ
っ
た
。
第
三
世
界
に
触
発
さ
れ
た
聖
霊
運

動
の
高
ま
り
な
ど
は
、

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
当
面
の
問
題
関
心
に
は
入
っ
て
来
な
い

Q

日
比
て
き
た
よ
う
に
、
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
ケ
ル
シ
ー
は
、
と
も
に
ユ
ン
グ
心
理
学
か
ら
強
い
示
唆
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
司
祭
と
し
て
多
く
の
共
通
点
を
も
つ
が
、

そ
の
後
の
期
去
…
酬
展
開
に
は
大
き
な
相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
ち
ら
が
ユ
ン
グ
の
学
説
を
よ
り
「
正
当
に
」
あ
る
い
は
「
正
統
的
に
」
受
容
し
た
か
と
い
う

議
論
は
措
く
と
し
て
、

サ
ン
フ
ォ
i

ド
の
場
合
に
は
、

ユ
ン
グ
理
論
を
深
層
心
理
学
と
い
う
土
俵
の
な
か
で
出
来
る
限
り
忠
実
に
理
解
し
、

そ
の

とう
明え
言で
しそ
での
い神
る5学
。的

しな

意
味
を
採
る
と
い
う
姿
勢
が
強
い
。
も
ち
ろ
ん
サ
ン
ア
ォ
l

ド
も
ま
た
、
自
分
の
意
図
は
神
学
を
一
定
の
心
理
学
に
還
元
す
る
こ
と
で
は
な
い
、

か
し
、
「
個
性
化
」
三
河
型
」
「
自
己
L

な
ど
の
説
明
に
関
し
て
は
、

ユ
ン
グ
そ
の
も
の
に
即
し
た
解
釈
が
目
立
つ
。
中
心
課
題
は
個
人
の
統
合
、
全
体
性
の
回
復
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
進
化
論
的
発
想
や
個
人
主
義
理
念
な
ど
、
近
代
西
欧
思
想
へ
の
基
本
的
信
頼
も
保
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ケ
ル
シ
ー
に
と
っ
て
ユ
ン
グ
の
理
論
は
、

文
字
ど
お
り
「
ド
ア
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
」
契
機
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
ユ
ン
グ
に
触
発
さ
れ
、

そ
こ
を
一
気
は
駆
け
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
世
界
了
解

に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
自
己
」
概
念
に
関
し
て
も
、

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
あ
く
ま
で
も
「
自
己
」
と
は
善
で
も
惑
で
も
あ
る
と
い
う
、

そ
の
二
一
血
性
に
こ
だ

わ
り
続
け
た
の
に
対
し
て
、

ケ
ル
シ
ー
は
こ
れ
を
簡
単
に
「
無
制
約
の
神
性
」

に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
理
論
構
築
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。
当
然
の
こ
と

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
八
号

七
七



キ
リ
ス
ト
教
聖
護
運
動
に
お
け
る
恐
論
化
の
一
事
例

じ
八

な
が
ら
、
体
系
的
理
論
と
し
て
克
た
場
合
に
は
、
多
く
の
矛
盾
点
や
媛
昧
な
部
分
が
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
心
理
学
的
実
在
と
形
而
上
学
的

笑
在
と
の
安
易
な
す
り
替
え
、

と
い
っ
た
批
判
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
分
だ
け
彼
の
世
界
観
・
救
済
観
は
、

の
よ
う
な
異
質
の
信
仰
復
興
運
動
や
、

あ
る
い
は
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済
世
界
を
も
視
野
に
収
め
得
る
よ
う
な
、
奥
行
き
と
広
が
り
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

」よ-

/¥ 

モ
i
ト
ン
・
ケ
ル
シ
!
の
所
説
を
素
描
し
つ
つ
、
聖
霊
運
動
に
対
す
る
彼
の
積
極
的
な
発
言
の
論
拠
と
背
景
を
採
っ
て
き
た
。
ま
た
、

ユ
ン
グ
心
理
学
と
現
代
神
学
の

結
合
と
い
う
野
心
的
課
題
を
共
有
す
る
、
ジ
ョ
ン
・
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
と
の
比
較
を
通
し
て
、

ケ
ル
シ

l
の
独
自
性
に
も
言
及
し
た
。

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
ケ
ル
シ

i
理
論
へ
の
接
近
は
、
あ
く
ま
で
も
民
俗
宗
教
的
な
基
盤
に
お
け
る
制
度
的
宗
教
の
活
性
化
現
象
に
対
す
る
、
事
例
研
究

を
ふ
ま
え
た
問
題
関
心
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
学
者
で
も
心
理
学
の
専
門
家
で
も
な
い
筆
者
に
と
っ
て
、
神
学
や
宗
教
哲
学
、
あ
る
い
は
深
層
心
理
学
や
精
神

分
析
学
の
理
論
史
の
中
で
の
位
置
づ
け
や
評
価
な
ど
は
、
能
力
を
越
え
た
課
題
で
あ
り
、

ま
た
直
接
の
関
心
事
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、

わ
が
国
の
正
統
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
理
論
的
土
俵
の
な
か
で
は
、

ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
運
動
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
聖
一
霊
主
義
運
動
自
体
が
、
真
理
性
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
扱
わ
れ
ず
、

そ
の
つ
理
論
化
」
な
ど
は
始
め
か
ら
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
学
の
現
状
そ
の
も
の
へ
の
疑
義
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
は

触
れ
な
い
。

筆
者
の
問
題
関
心
か
ら
ケ
ル
シ

i
の
所
論
が
注
目
さ
れ
る
理
由
、

お
よ
び
示
唆
的
と
考
え
ら
れ
た
諸
点
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
本
文
中
で
も
論
究
し
て
き
た
が
、
最
後

に
こ
れ
を
三
つ
の
項
目
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

一
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
心
理
学
と
神
学
と
の
交
流
・
調
和
を
図
ろ
う
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
た
交
流
や
調
和
の
試
み
を
通
し
て
、

一
方
で
合
理
的

認
識
に
対
し
て
、
他
方
で
夢
や
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、

さ
ら
に
は
異
一
一
一
一
口
や
丘
町
三
円
高
山
口
岳
σ
名
門
己
け
の
よ
う
な
体
験
に
お
い
て
知
ら
れ
る
霊
的
実
在
の
確
信
に
対
し
て
、

と
も
に
場

一
附
を
与
え
、
両
立
さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
自
身
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
、
物
質
世
界
の
牢
獄
の
み
に
囚
わ
れ
た
多
く
の
現
代
人
へ
の
批
判
と
な
る
ば

か
り
で
な
く
、
自
己
の
体
験
の
み
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
観
主
義
の
な
か
へ
暴
走
し
が
ち
な
聖
霊
主
義
運
動
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
、

そ
の
客
観
性
回
復
へ
の

努
力
を
放
棄
し
な
い
、

と
い
う
態
度
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。



第
二
は
、
第
一
の
点
と
も
関
連
す
る
が

一
方
で
悲
の
客
観
的
な
実
在
性
を
認
め
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
災
い
や
不
幸
の
原
因
を
サ
タ
ン
に
求
め
、

に
悪
魔
政
い
に
向
か
う
よ
う
な
立
場
に
対
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
ケ
ル
シ

l
は
福
音
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
癒
し
の
事
例
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

災
厄
や
罪
の
意
識
に
苦
し
む
当
人
の
意
志
や
責
任
か
ら
独
立
し
た
悪
霊
の
存
在
を
認
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
悪
の
原
因
を
あ
る
程
度
ま
で
個
人
の
責
任
を
超
え
た
領
域
に

「
外
在
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
ら
れ
る
コ
ス
モ
ス
と
の
根
源
的
な
つ
な
が
り
を
回
復
す
る
と
い
う
救
済
方
法
は
、
多
く
の
民
俗
宗
教
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
災
国
の
外
在
化
を
通
し
て
、
硬
直
し
た
近
代
個
人
主
義
の
理
念
に
苦
し
む
人
々
を
救
出
す
る
一
方
で
、
よ
り
深
い
人
間
の
根
源
的
な
罪
の
意
識
に

呂
覚
め
さ
せ
る
と
い
う
力
動
的
な
対
応
こ
そ
が
、
民
俗
宗
教
の
基
盤
が
濃
厚
な
文
化
に
お
り
る
翌
霊
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
の
必
須
の
一
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

ケ
ル
シ

l
は
ユ
ン
グ
理
論
を
媒
介
に
人
間
の
内
面
世
界
の
複
合
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
仁
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
力
動
的
な
対
応
の
重
要
性
を
理
論
化
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

こ
れ

っ
て
、
悪
へ
の
対
処
の
方
法
自
体
に
も
二
国
牲
が
許
容
さ
れ
る
。
彼
は
一
方
で
絶
対
的
な
悪
の
笑
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
智
正
被
い
な
ど
の
行
為
に
正

当
性
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
な
ど
と
同
じ
く
、
個
人
の
な
か
に
あ
っ
て
悪
霊
的
に
見
え
る
も
の
は
、
笑
擦
に
は
当
人
J

白
身
の
拒
絶
さ
れ
た

(
必
)

部
分
で
あ
る
乙
と
が
多
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
口
彼
は
こ
の
場
合
の
惑
を
、
っ
飢
え
た
狼
で
は
な
く
、
餌
を
も
ら
え
ず
に
逃
げ
だ
し
た
犬
で
あ
る
」
と
い
う
隠
鴎
を
用
い

て
形
容
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
解
決
に
必
要
な
の
は
、
寸
力
」
に
よ
っ
て
一
方
的
に
相
手
を
抹
殺
す
る
「
悪
魔
政
い
」
で
は
な
く
、
手
厚
い
介
護
と
世
話
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
卓
越
し
て
き
た
よ
引
い
と
排
除
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
対
し
て
、
プ
和
解
と
調
和
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
密
復
し
よ
う
と
す
る

志
向
性
が
認
め
ら
れ
る

D

一
一
一
冗
論
へ
の
批
判
的
視
点
な
ど
が
、

に
一
九
八

0
年
代
後
半
以
昨
は
、
末
息
子
の
看
護
と
惜
別
と
い
う
苦
悩
の
体
験
を
経
て
、
死
後
の
霊
性
や
臨
死
体
験
へ
の
積
極
的
関
心
を
は
じ
め
、
西
欧
的
な
霊
肉

(ω) 

さ
ら
に
鮮
明
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
九
一
年
の
摂
想
的
詩
集
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
イ
メ
ー
ジ
と
並
ん
で
、
仏
陀
、
孔

子
、
ム
ハ
ン
マ
ド
な
ど
も
登
場
し
、
毘
大
な
セ
コ
イ
ア
杉
に
象
徴
さ
れ
る
生
命
樹
の
復
活
と
再
生
と
い
う
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
、
世
界
の
全
体
性
の
由

(
げ
)

復
が
希
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
表
向
き
の
反
発
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
思
索
を
支
え
る
基
本
的
視
点
が
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
を
中
心
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
ニ
ュ

i
・

エ
イ
ジ
的
な
空
気
を
、
確
笑
に
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
す
る
第
三
の
注
目
点
が
、

シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
一
定
の
評
価
で
あ
る
。
先
に
詳
述
し
た
癒
し
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
、

ケ
ル
シ
!
は
イ
エ
ス
の
世

哲
学

J

J

マい】

3
4
t

」，ノ



キ
リ
ス
ト
教
袈
露
連
動
に
お
付
る
理
論
化
の
一
事
例

八

O

界
観
や
人
間
観
が
、

へ
ブ
ラ
イ
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
代
に
い
た
る
西
欧
の
一
般
的
な
世
界
観
や
人
間
観
と
根
本
的
に
異
な
る
ζ

と
を
強
調
し
た
が
、
さ
ら
に
加
え
て
、
イ

エ
ス
の
教
え
や
実
践
は
「
む
し
ろ
愛
す
る
神
と
の
親
密
な
関
係
に
根
差
し
た
シ
ャ
マ

ニ
ズ
ム
に
近
い
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
大
胆
な
主
張
を
提
示
し
て
い
る
口
す
で
に
触

れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
イ
エ
ス
の
救
済
観
と
伝
統
社
会
に
お
け
る
民
俗
宗
教
的
な
救
済
方
法
を
貫
く
精
神
と
の
連
続
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
リ
ベ
ラ
ル
派
か
ら
福
音

派
に
い
た
る
神
学
理
論
は
も
と
よ
り
、
多
〈
の
人
文
・
社
会
科
学
的
研
究
に
お
い
て
さ
え
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
は
現
世
利
益
(
F
Z
1
4ぐ

2
5
q
z
s
p
ω
)
と
結
び
つ
い
た
呪
術

的
俗
信
と
即
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
制
度
的
宗
教
の
教
義
体
系
が
も
っ
普
遍
主
義
的
志
向
性
に
自
を
奪
わ
れ
る
あ
ま
り
、
民
俗
宗
教
的
基

盤
と
の
対
比
面
ば
か
り
が
強
-
調
さ
れ
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、

イ
エ
ス
の
教
義
や
実
践
が
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
近
い
と
い
う
、
こ
の
視
点
は
ユ
ニ
ー
ク

で
あ
る

D

彼
は
カ
ス
タ
ネ
ダ
や
エ
リ
ア

i
デ
な
ど
の
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
「
イ
エ
ス
の
宣
教
と
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
そ
れ
と
の
比
較
研
究
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。

こ
う
し
た
視
点
は
、
新
た
な
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
観
と
の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
っ
世
界
宗
教
」
「
普
遍
宗
教
L

な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
制
度
的
宗
教
の
中
核

を
も
貫
く
、
人
類
の
基
底
的
に
し
て
、
真
性
か
っ
自
律
的
な
宗
教
体
系
と
し
て
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
観
で
あ
る
。
ニ
ュ

1
・
エ
イ
ジ
運
動
の
い
わ
ゆ
る
ネ
オ
・
シ
ャ
マ
ニ
ズ

ム
な
ど
と
も
連
動
し
た
こ
う
し
た
視
点
は
、
特
に
聖
公
会
司
祭
の
サ
ー
ク
ル
な
ど
を
中
心
に
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
る
。

も
と
よ
り
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
評
価
は
、
危
険
な
側
面
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
非
キ
リ
ス
ト
教
的

文
化
の
宗
教
体
系
を
悪
霊
の
体
系
と
決
め
つ
け
、
「
力
の
伝
道
(
ジ
ョ
ン
・
ウ
イ
ン
パ

i
)
」
や
「
力
の
対
決
(
テ
ィ
モ
シ
l

・ワ
1

ナ
i
)
L
を
掲
げ
る
立
鋭
か
ら
は
、
ケ

ル
シ

i
の
理
論
に
は
悪
霊
と
の
妥
協
を
図
ろ
う
と
す
る
ゆ
ゆ
し
き
敗
北
主
義
が
指
摘
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
に
示
し
た
比
較
宗
教
学
的
な
観
点
(
特
に
シ
ャ
マ
ニ

ズ
ム
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
観
点
)
に
立
つ
と
き
、
彼
の
所
論
に
は
単
に
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
運
動
の
意
義
を
め
ぐ
る
議
論
を
超
え
た
、
多
く
の
示
唆
に
富
む
見
解
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る

D

設
(
1
)
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
運
動
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
解
説
書
や
研
究
警
が
あ
る
が
、
特
に
ρ「
H
O
C
O
己

g
C
U
T
E
n
y
m
E
W

叫
2

吉
之
内
N
c
n
E司
法
当
N
G
K
G
口
同
月
旬
。
門
h
r

同
O
Jミ崎

HU
∞ω
・
∞
戸
門

m
g
p
ω
訂

門

戸

{

可

除

去

m悼
の
の
め
ゆ
噂
の
mw門
司
・

2
、門
y
m
w
m
v
m己
門
ゅ
の
Oω
門
戸
{
山
門
戸
門
戸

C
Y
R
Z
B
E
R
云
0
5
5
0門戸門
ω
旬、

b
N
K
E
Uミ
ミ
υ

、。
¥
N
U
S
R
S
U
N
R
ミ
ミ
内
h
S司
討
さ
ミ
符



ヘ
マ
H
O
G
R
さ
さ
~
ア
m
m
w
m
m
ロ
ミ
同
氏
。
2
2
0
門
L
C
E
H
a
v
f
S
∞
∞
w
な
ど
が
鰐
潔
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
後
者
で
は
ぺ
ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
の
歴
史
的
ル
i
ツ
と
し
て
、
-
F
E

宅
g
Z
句
に
よ
る
義
認
と
型
化
の
教
説
、
の
E

ュ2
百
三
宅
ら
に
よ
る
問
、
心
後
の
新
生
体
験
の
重
視
、
一
九
世
紀
の
天
啓
史
観
に
も
と
づ
く
前
千
年
王
国
論
、
福
音
主
義
的
な
信
仰

治
療
運
動
、
新
約
の
始
源
的
活
力
へ
の
復
帰
願
望
の
一
向
ま
り
、
の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
運
動
と
カ
リ
ス
マ
運
動
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
寸
神
学
的
」
と
「
教

派
史
的
」
と
い
う
こ
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と
す
る
。
神
学
的
に
見
れ
ば
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
一
郎
が
興
一
一
一
日
を
伴
う
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
に
絶
対
的
な
価
値
を
置
く
の
に
対
し
て
、

カ
リ
ス
マ
派
は
第
二
の
恩
寵
の
業
や
具
一
一
一
一
向
に
は
必
ず
し
も
こ
だ
わ
ら
な
い
点
が
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
教
派
史
的
に
見
れ
ば
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
と
は
、
〉
留
め
自
立
ぽ
ω
え
の
O
(
Y

F
m
w
(
v
y
r
R
与
え
の
C
(
ケ
任
∞
門
戸
Z
E防
止
C
円
高
一
h
y
R
与
え
吾
σ
匂

CC門

2
5門
。
c
c
ω
志
一
な
ど
の
流
れ
を
引
く
、
い
わ
ゆ
る
吉
典
的
ぺ
ン
テ
コ
ス
テ
派
に
所
属
す
る
人
た
ち
、
カ
ソ

ス
マ
派
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
も
含
め
た
諸
教
派
に
お
り
る
聖
霊
重
視
の
信
徒
た
ち
を
包
括
し
た
呼
称
と
さ
れ
る
。
日
本
へ
の
紹
介
と
し
て
は
、

R
・
R
-
カ
ル
ペ
ッ
パ
!
(
大
塚

九
三
子
訳
)
『
カ
リ
ス
マ
運
動
を
考
え
る
i
i
i
聖
書
的
視
点
か
ら
』
ヨ
ル
、
グ
ン
社
、
一
九
七
八
。
怠
薗
進
寸
民
衆
キ
リ
ス
ト
教
と
現
代
i
l
i
ぺ
ン
テ
コ
ス
テ
運
動
か
ら
ネ
オ
・
ペ

ン
テ
コ
ス
テ
運
動
へ
」
井
門
富
二
夫
編
吋
多
元
社
会
の
宗
教
集
団
』
大
明
虫
、
一
九
九
二
、
な
ど
が
示
唆
的
で
あ
る
。

(
2
)
宅
ぷ
円
高
ア
ゎ
・
同
V
2
2
w
吋
h
N
ぬ
吋
h
N
札ミ

F
N
S
C
¥
忌
伶
足
。
九
)
」
仇
芝
、
江
町
印
ゆ
門
〈
m
w
ロ
け
回
o
c
r
y
日
中
∞
∞
‘
宅
E
C
R
L
c
g
p
印
有
F
H
d
m
R
u
町
内
丘
三
F
勺
E
C
応
可
間
足
、
お
な
p
s
w
町
内
m
H
門
出
)
O
門

品
町
内
c
s
J
S
∞
午
尾
形
守
「
新
時
代
の
日
本
宣
教

l
l
聖
霊
の
第
三
の
波
」
『
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
紀
要
』
第
二
五
号
、
一
九
九
一
。
聖
霊
主
義
的
運
動
に
対
す
る
「
第
三
の

波
」
と
い
う
呼
称
は
、
様
々
な
視
点
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
手
束
正
昭
吋
キ
リ
ス
ト
教
の
第
三
の
波
i
i
カ
り
ス
マ
運
動
と
は
何
か
』
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
一
九

八
六
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
史
全
体
の
流
れ
の
な
か
で
聖
霊
運
動
を
擁
護
す
る
牧
師
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
イ
エ
ス
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
信
仰
運
動
を
第
一
の
波
、
ル
タ
ー
や
カ
ル

ヴ
ァ
ン
に
よ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
改
革
を
第
二
の
波
と
し
て
、
広
義
の
カ
リ
ス
マ
運
動
を
第
三
の
波
と
呼
ぶ
。
ω
宝
石
門
Y
5
5
0
円
f
p
忌
ぬ
~
ぃ
ミ
段
、
ロ
ミ
ω
・
.
M
J
E
o
p
h
寺
〔
夏
、
ャ
明

。
¥
忌
ぬ
~
ぃ
守
合
同
も
N
3
.
h
九
一
ミ
忌
ぬ
叫
J
N
e
s
s
~
h
h
n
s
言
ミ
(
〔
合
ぐ
一
括
門
一
向
(
{
P
F
C
門
戸
)
印
め
ぺ
〈
山
口
門
m
v
C
E
R
丘
一
(
)
円
d
p
S
U
H
W
℃
七
円
h
F
H
l
=
N
ゅ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
三
波
説
を
最
初
に
提
示

し
た
の
は
h
g
巳
ぽ
2
0
宅
玄
関
吉
の
一
九
五
三
年
の
著
作
、
吋
た
止
さ
白
内
ど
~
ミ
ミ
c
c
ヘ
ヘ
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
P
A
m
三
吉
暗
己
m
w
ぐ
{
円
一
頃
吋
g
h
h
町
内
h
h
円
¥
~
サ
九
日
付
・
.
M
J
宮
町
、
円
、
~
。
た
も
お
む
¥

勺
ぎ
た
的
門
会
ミ
か
三
3
h
ミ
§
人
民
戸
、
ミ
ミ
S

∞g
ニ
ロ
E
兵
三
巴
f
r
c
c
c
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
運
動
出
入
の
社
会
学
的
分
析
の
視
点
か
ら
、
ピ
ュ

l
リ
タ
シ
の
運
動
を
第
一
の
波
、
メ

ソ
一
ア
イ
ス
ト
に
よ
る
信
仰
復
興
運
動
を
第
二
の
波
と
し
て
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
運
動
全
体
を
第
三
の
波
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ワ
グ
ナ

l
や
ウ
ィ
ン
パ
ー
に
よ
る

「
聖
撃
の
第
三
の
波
」
と
は
、
聖
護
主
義
運
動
内
部
の
「
発
展
」
に
注
目
し
た
も
の
で
、
今
世
紀
初
頭
に
起
こ
っ
た
古
典
的
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
運
動
を
第
一
の
波
、
六

0
年
代
以
降

の
ネ
オ
・
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
な
い
し
カ
リ
ス
マ
運
動
を
第
二
の
波
と
し
て
、
八

0
年
代
以
降
に
活
発
化
し
た
福
音
系
諸
教
会
に
お
け
る
聖
霊
重
視
の
運
動
を
第
三
の
波
と
位
窪
づ
け

て
、
そ
の
意
義
を
強
識
し
て
い
る
。

(
3
)
C
・ピ

I
タ
l
・
ワ
グ
ナ

l
編
集
『
現
代
の
し
る
し
と
不
思
議
』
生
け
る
水
の
川
、
一
九
九
二
。
こ
う
し
た
動
き
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
注
目
さ
れ
つ
つ
あ

る
が
、
日
本
の
周
辺
で
は
、
特
に
韓
国
を
中
心
に
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
秀
村
研
二
「
韓
国
教
会
に
み
る
キ
リ
ス

ト
教
と
伝
統
文
化
」
国
際
キ
リ
ス
ト
教
大
学
『
社
会
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
二
八
巻
二
号
、
一
九
九

O
、
F
5
百
円
・
之
さ
仲
間
円
ヨ
B
Z
m
g
門
f
o
g温

2

の
プ
ユ
ω
江
戸
三
円
三
三
Z
3
8
g
w
ω

同
さ
与
に
の
o
m
h
y
E
Pこ

h
S
E，
S
N
O
一
戸
寸
寸
1
5
ω
・
5
c
c
・
市
〆
{
江
戸
一
m
g
H
ニ
ハ
三
一
ハ
C
(
淵
上
恭
子
)
=
E
E
H
2
2
{
5
m
E
R
C
門
。
山
口

C
Y
ユ
2
5
E
け
て
一
、
-
t
o
n
Z
5
5
ロ
(
)
ケ
ミ
与
一
門
戸

穴
C
H
6
8
2
巳
ω
一
g
E
吉
宗
門
H
J
J
p
h
足
立
宮
内
U¥
忌
ぬ
凡
〈
へ
M
M
N
N
S
E
h
H
凡
言
た
¥
弓
月
ミ
釘
S
h
N

件。
5
S
F
S
一
ω
ω
i
g
w
S
C
N
W
な
ど
参
照
。
日
本
に
お
け
る
展
開
を
考
察
し
た
研
究

と
し
て
は
、
玄
三
口
5
7
A
均
一
ハ
同
-
w
J
若
山
口
2
め
で
き
日
(
い
C
ω
門
戸
一
一
S
H
h
5
巳
江
戸
。
宅
o
ユ
(
{
c
m
s
m
w
D
g
(
一
一
〉
ω
門
戸
日
(
ぞ
え
(
)
三
宮
ぺ
m
ニ
〉
(
訂
℃
E旦
0
2
一
戸
{
g
c
コ0
7
内
一
円
以
門
出
向
穴
て
O
片
山
一
コ

e
p
h
u
Q
ミ
長
¥σ

ミ
ミ
ミ
ミ
河
内
~
柁
3
5
~
ω
百九
s
w

口
i
h
r
h
g
(
)
n
J
J
H
O
H
円
5
2
d
v
ω
E
r
g
?
立
山
一
日
ハ
2
6
2
ロ
勺
g
門
m
c
c
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Theoretical Problems in the Christian Holy Spirit Movement 

011 the works of Morton Kelsey 

Yoshimasa IKEGAMI 

The Jast quarter of tbe t¥ventieth century is exper喝iencinga revival of conservaosm and the 

rise of new spiritual movements il1 great religious tr・aditionsa11 over the world. This is tbe case 

witb Christianity， in which the growth of Neo-Pentecostal or Chal・ismaticsects and denomina-

tions bas been widely recognized‘ 1n the 1980's， an even newer style of spiritual movement， 

generally cal1ed the "thiTc1 wave of the H01y Spirit，" has arisen among some evangelical 

Christian churches in many non-i.ヘ!esterncountries. i.iVhat is especially noteworthy about this 

movement is the fact tbat it has been inspired anc1 formecl by the Third "¥iV orld. There are some 

theologians ¥'¥'ho regard this as“a paradigm-sbift" tbat ¥'vill radically change the worldview of 

i.Vestern theoJogy 

As one exemplary theorist in these trends， t11is paper introduces Morton Trippe KeJsey 

(1917サ， and c1iscusses some interesting problems in his ivorks. Kelsey is an American episco-

pal priest， university professor， and author. Since the 1960's， he has developed hi5 own 

theology based 011 his unclerstanding of tbe psychologist C. G.J ung. Endorsing much in the 

H01y Spirit movemeロthe has written nearly thirty books of considerable lengtb and erudition 

011 a variety of Christian and psychological topics， sucb as healing， speaking in tongues， 

exorcism， meditatIol1， dreaming， and slaying in tbe spirit. 

Iコarticularly1n this paper， 1 examine Kelsey's unique interpretation of ]esus's idea of human 

personality as revealecl in his healing activities. Furthermore， ] take note of Kelsey's positive 

evaluation of shamanism as one of the most universal， authentic， and autOl1omous religious 

systems. 
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