
体
系
内
の
宗
教『

精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ
け
ー

△
羽金

木
　
　
　
覚

は
じ
め
に

　
無
限
と
有
限
、
普
遍
と
個
別
と
の
対
立
を
克
服
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と

を
へ
ー
ゲ
ル
は
お
の
れ
の
思
想
課
題
と
し
た
。
イ
エ
ナ
に
移
り
住
む

（
冨
旨
）
以
前
で
は
、
こ
の
克
服
を
成
し
得
る
も
の
は
、
哲
学
で
は
な
く
宗

教
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
　
『
一
八
○
O
年
体
系
断
片
』
で
、
へ
ー

ゲ
ル
は
「
哲
学
は
真
の
無
限
な
も
の
を
お
の
れ
の
領
域
外
に
定
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
（
－
本
8
）
三
と
し
、
有
限
な
生
か
ら
無
限
な
生
へ
の
高
ま

り
は
宗
教
に
託
さ
れ
た
。
だ
が
イ
エ
ナ
移
住
と
と
も
に
、
こ
の
課
題
を
担

う
も
の
と
し
て
哲
学
の
側
に
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
認
め
る
よ
う
に
な

る
。
　
『
自
然
法
講
義
草
稿
』
の
言
葉
を
引
用
し
て
み
る
。

　
「
数
千
年
に
わ
た
っ
て
、
世
界
と
そ
の
発
達
形
成
を
支
配
し
て
き
た
対

立
と
苦
悩
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
分
の
内
に
含
む
と
同
時
に
、
こ
の
対
立

を
越
え
て
自
分
を
高
め
る
よ
う
な
認
識
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
与
え
う
る

の
は
、
た
だ
哲
学
だ
け
で
あ
る
。
」
：

　
こ
の
よ
う
に
宗
教
に
代
わ
っ
て
哲
学
が
お
の
れ
の
思
想
課
題
を
果
た
す

も
の
と
な
ヶ
、
イ
エ
ナ
期
に
へ
ー
ゲ
ル
は
自
己
自
身
の
哲
学
を
確
立
す

る
。
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
な
か
で
、
宗
教
が
如
何
な
る
取
り
扱
い
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
た
か
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
哲
学
と

宗
教
は
、
認
識
形
式
が
違
う
だ
け
で
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
、
と
主
張
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
小
論
の
考
察
は
、
こ
の
哲
学
と
宗
教
の
内
容
の
同
一
性
に
し
ぼ
ら
れ

る
。
こ
の
主
張
は
一
見
す
る
と
確
か
に
、
宗
教
に
対
し
て
哲
学
と
同
等
の

地
位
を
与
え
、
そ
の
存
在
意
義
を
保
証
す
る
も
の
と
見
え
る
。
だ
が
こ
の

主
張
は
む
し
ろ
、
宗
教
の
固
有
性
の
剥
奪
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
体
系
家
と
し
て
宗
教
を
自
己
の
哲
学
に
組
み
入
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
宗
教
固
有
の
宗
教
性
を
破
壊
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
イ
エ
ナ
期
の
思
索
の
成
果
で
あ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
の
最
初
の
主
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著
で
あ
る
『
精
神
現
象
学
』
　
（
以
下
『
現
象
学
』
）
に
即
し
て
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。
こ
の
際
、
同
一
性
に
関
し
て
二
つ
の
点
を
問
題
に
す

る
。　

一
つ
め
は
、
神
で
あ
る
。
確
か
に
、
哲
学
と
宗
教
は
共
に
絶
対
的
な
も

の
を
対
象
と
す
る
。
だ
が
、
哲
学
の
神
、
へ
ー
ゲ
ル
の
神
は
、
本
当
に
信

仰
者
の
神
と
同
一
と
一
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
信
仰
者
の

側
か
ら
も
同
一
で
あ
る
と
是
認
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
神
は
信
仰
に
値
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
二
つ
め
は
、
宗
教
と
体
系
全
体
の
関
係
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系

一
論
理
学
、
自
然
哲
学
、
精
神
哲
学
一
と
神
の
三
一
性
が
対
応
し
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
神
の
三
領
域
と
体
系
の
三
領
域
と
の
同
一

性
が
ど
う
し
て
成
り
立
っ
の
か
。
こ
の
主
張
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
、
同
一
と
さ
れ
る
宗
教
が
、
単
に
体
系
内
の
宗
教
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
神
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
同
一
性

も
、
哲
学
の
側
か
ら
の
一
方
的
な
断
言
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
点
目
の
考
察
を
『
現
象
学
』
で
行
う
こ
と
に
対
し

て
、
不
適
切
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
こ
こ
で
そ
の
妥
当
性
を
主
張
し
て
お
き
た
い
。
確
か
に
『
現
象

学
』
は
、
論
理
学
、
自
然
哲
学
、
精
神
哲
学
と
し
て
展
開
さ
れ
る
学
の
体

系
の
か
た
ち
を
と
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
体
系
は
『
現
象
学
』
を
前

提
し
て
お
り
、
ま
た
、
　
「
学
の
抽
象
的
な
諸
契
機
の
各
々
に
は
、
現
象
す

る
精
神
一
般
の
ひ
と
つ
の
形
態
が
対
応
し
て
い
る
。
定
在
す
る
精
神
は
学

よ
り
豊
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
学
よ
り
貧
し
い
も
の
で
も

な
い
」
（
畠
り
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
　
『
現
象
学
』
は
、
学
へ
の
導
入
部
の
内

容
を
も
ち
つ
つ
も
「
学
の
体
系
、
第
一
部
」
で
も
あ
る
。
し
か
も
後
に
も

述
べ
る
よ
う
に
、
　
『
現
象
学
』
は
「
W
宗
教
」
以
降
、
単
な
る
「
精
神
の

現
象
」
の
枠
を
越
え
出
た
内
容
と
な
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
精
神
、
真
理
の

領
域
に
入
る
の
で
あ
る
。
　
『
現
象
学
』
の
「
宗
教
」
と
体
系
を
結
び
つ
け

る
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
の
神

　
へ
i
ゲ
ル
に
と
っ
て
神
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
、
ま
ず
第
一

に
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
我
々
が
考
察
の
対
象
と
す
る
『
現
象

学
』
は
、
こ
の
問
題
の
た
め
の
最
適
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

理
由
は
こ
の
書
物
が
有
す
る
、
特
有
の
理
論
構
成
、
叙
述
方
法
に
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
　
『
現
象
学
』
の
元
々
の
表
題
は
「
意
識
の
経
験
の

学
」
で
あ
っ
た
。
様
々
な
経
験
を
通
じ
て
、
低
次
の
意
識
形
態
は
、
学
的

立
場
た
る
「
絶
対
知
」
に
ま
で
高
ま
り
ゆ
く
。
こ
の
意
識
の
行
程
を
叙
述

す
る
も
の
が
「
意
識
の
経
験
の
学
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
意
識
の
経
験
の

学
」
は
執
筆
途
申
で
「
精
神
現
象
学
」
へ
と
変
化
し
た
。
こ
の
変
更
に
つ

い
て
は
様
々
な
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る
…
ぺ
だ
が
こ
の
変
更
が
、
　
「
意

識
の
経
験
の
学
」
の
根
本
的
な
問
題
意
識
、
す
な
わ
ち
、
意
識
を
絶
対
知

に
高
め
る
、
と
い
う
問
題
意
識
そ
の
も
の
の
放
棄
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
　
『
現
象
学
』
は
最
後
ま
で
、
　
「
意
識
の
経
験
の
学
」
で
あ
り
つ
つ

「
精
神
現
象
学
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
茜
ぺ
我
々
が
注
目
し
た
い
の
は
、

「
意
識
の
経
験
の
学
」
に
お
け
る
叙
述
方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
幾
分
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変
更
は
被
る
も
の
の
、
最
後
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
意
識
の
経
験
を
叙
述
す
る
た
め
に
、
　
「
当
の
意
識
」
と

「
我
々
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
用
い
た
。
意
識
は
、
絶
対
知
に
至
る
ま

で
の
様
々
な
意
識
形
態
に
お
い
て
、
そ
の
意
識
形
態
に
応
じ
た
対
象
を
も

ち
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
経
験
を
す
る
。
あ
る
一
つ
の
段
階
の
意
識
の
経
験

は
、
次
の
段
階
の
意
識
形
態
を
生
成
さ
せ
る
の
だ
が
、
そ
の
際
こ
の
移
行

の
必
然
性
は
、
経
験
す
る
当
の
意
識
自
身
に
は
自
覚
さ
れ
な
い
。
新
し
い

段
階
の
意
識
は
、
こ
の
段
階
が
生
成
す
る
ま
で
の
媒
介
過
程
を
知
ら
ず
、

ま
た
新
し
い
段
階
に
お
け
る
「
新
し
い
対
象
は
、
意
識
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
に
生
起
す
る
か
は
知
ら
れ
ず
に
、
意
識
に
対
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」

（
。
。
o
）
。
新
し
い
段
階
へ
の
移
行
、
新
し
い
対
象
の
発
生
は
「
意
識
の
背

後
」
で
起
こ
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
、
経
験
す
る

当
の
意
識
を
、
各
々
の
段
階
に
お
け
る
共
時
的
な
意
識
と
規
定
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
意
識
の
経
験
の
行
程
を
通
時
的
視
点
か
ら
眺
め
、
意
識
の

背
後
で
生
ず
る
生
成
、
移
行
の
必
然
性
を
捉
え
る
の
が
「
我
々
」
で
あ

る
。
新
し
い
段
階
に
お
い
て
「
発
生
し
て
き
た
も
の
は
、
意
識
に
と
っ
て

は
、
単
に
対
象
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
同
時

に
運
動
及
び
生
成
と
し
て
あ
る
」
（
ま
e
。
こ
の
「
我
々
」
の
視
点
は
、
学

的
視
点
、
あ
る
い
は
へ
－
ゲ
ル
と
い
う
著
者
の
視
点
で
あ
り
、
ま
た
『
現

象
学
』
を
読
む
読
者
の
視
点
で
も
あ
る
。
学
的
視
点
を
共
有
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
経
験
す
る
意
識
ば
か
り
で
な
く
読
者
自
身
も
学
的
立
場
に
高
ま

り
う
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
　
『
現
象
学
』
に
お
い
て

は
、
あ
る
対
象
が
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
我
々
の
問
題
関
心
に
即
せ
ば
、
　
『
現
象
学
』
で
は
、
　
「
当
の
意
識

に
と
っ
て
」
神
で
あ
る
も
の
が
、
　
「
我
々
に
と
っ
て
」
、
つ
ま
り
へ
ー
ゲ

ル
に
と
っ
て
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
「
W
宗
教
」
で
意
識
の
対
象
と
な
る
の
は
神
で
あ
る
。
　
「
W
宗
教
」
は

「
我
々
」
に
と
っ
て
は
、
絶
対
精
神
の
領
域
に
含
め
ら
れ
る
。
神
と
は
、

宗
教
的
意
識
が
捉
え
た
絶
対
精
神
の
こ
と
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ

ば
、
絶
対
精
神
を
表
象
し
た
も
の
が
神
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
絶
対
精
神

が
何
で
あ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
精
神
は
、
宗
教
的
意
識
が
イ
メ
ー
ジ

す
る
神
と
さ
ほ
ど
違
い
は
な
い
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
宗
教
的
意
識
が

許
容
で
き
な
い
ほ
ど
異
な
る
も
の
な
の
か
。
　
『
現
象
学
』
に
限
っ
て
言
え

ば
、
後
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
現
象
学
』
に
お
け
る
「
我
々
」
に

と
っ
て
の
絶
対
精
神
と
、
　
「
当
の
意
識
」
に
と
っ
て
の
神
と
の
問
の
ズ
レ

は
大
き
い
よ
う
に
思
え
る
。
理
由
は
、
こ
の
絶
対
精
神
が
、
　
「
㎜
宗
教
」

の
前
段
階
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
な

前
段
階
か
ら
の
連
続
性
が
、
や
は
り
「
W
宗
教
」
へ
の
移
行
の
際
に
も
存

在
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
W
宗
教
」
の
直
前
の
段
階
、
す
な
わ
ち
「
W
精
神
」
の
最
終
段
階
と

は
、
　
「
美
し
い
魂
、
悪
と
そ
の
赦
し
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
「
良
心
」
で

あ
る
。
　
「
良
心
」
で
へ
ー
ゲ
ル
は
、
自
分
と
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
思
想
状

況
を
踏
ま
え
て
、
様
々
な
良
心
形
態
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
「
良
心
」
の

中
で
も
、
　
『
現
象
学
』
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
は
、
副
題
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
、
　
「
美
し
い
魂
」
、
行
動
す
る
良
心
の
「
悪
」
、
こ
の
悪

に
対
す
る
批
評
す
る
良
心
の
「
赦
し
」
、
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
良
心
の
相
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互
承
認
で
あ
る
。
副
題
は
、
項
目
の
単
な
る
羅
列
な
の
で
は
な
く
、
統

一
、
区
別
、
再
統
一
、
と
い
う
へ
i
ゲ
ル
特
有
の
弁
証
法
的
運
動
を
表
現

し
て
い
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
れ
が
絶
対
精
神
の
運
動
と

し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
美
し
い
魂
」
は
、
弁
証
法
的
運
動

に
お
け
る
最
初
の
抽
象
的
な
統
一
と
し
て
の
絶
対
精
神
で
あ
り
、
対
立
を

経
て
成
立
し
た
相
互
承
認
は
、
実
現
さ
れ
た
具
体
的
統
一
と
し
て
の
絶
対

精
神
な
の
で
あ
る
（
お
ω
）
。

　
こ
の
絶
対
精
神
が
、
　
「
W
宗
教
」
に
お
い
て
「
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ

る
」
一
お
一
）
。
そ
れ
が
神
で
あ
る
。
　
「
我
々
」
に
と
っ
て
良
心
の
相
互
承
認

に
お
け
る
精
神
で
あ
る
も
の
が
、
宗
教
的
意
識
に
と
っ
て
の
神
と
な
る
。

し
か
も
「
W
精
神
」
と
「
W
宗
教
」
と
の
連
結
に
は
時
問
性
が
全
く
無
視

さ
れ
て
い
る
。
　
「
W
宗
教
」
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
宗
教
一
自
然
宗
教
一

か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
絶
対
精
神
が
、
古
代
オ

リ
エ
ン
ト
の
神
と
な
る
。
こ
の
強
引
な
運
結
が
、
　
「
我
々
」
に
と
っ
て

は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
中
で
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
良
心
の
相
互
承
認
と
神
と
の
密
接
な
関
係
は
、
　
「
W
絶
対
知
」
を

見
れ
ば
よ
り
明
瞭
と
な
る
。

　
絶
対
知
は
、
啓
示
宗
教
に
お
け
る
表
象
性
が
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
　
「
W
宗
教
」
は
、
　
「
A
自
然
宗
教
」
、
　
「
B
芸

術
宗
教
」
、
　
「
C
啓
示
宗
教
」
に
三
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も

啓
示
宗
教
は
「
絶
対
的
宗
教
」
（
い
S
）
と
呼
ば
れ
、
特
別
視
さ
れ
て
い
る
。

啓
示
宗
教
に
お
い
て
こ
そ
、
絶
対
精
神
は
三
一
性
の
構
造
を
も
っ
た
絶
対

精
神
と
し
て
存
在
し
う
る
。
こ
の
よ
う
に
啓
示
宗
教
の
内
容
は
絶
対
精
神

で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
が
、
　
「
精
神
自
身
と
精
神
の
な
か
で
区
別
さ
れ
る

諸
契
機
は
、
表
象
す
る
こ
と
及
び
対
象
性
の
形
式
に
属
し
て
い
る
」
（
当
い
）
。
内

容
は
真
理
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
ま
だ
哲
学
知
に
相
応
し
い
形
式
の
内

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
　
「
表
象
す
る
こ
と
（
く
o
冨
邑
一
雪
）
と
は
、
感
覚
的
直

接
性
と
そ
の
普
遍
性
、
つ
ま
り
思
惟
と
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
結
合
す
る
こ
と

で
あ
る
」
一
い
ま
）
。
思
惟
と
は
自
己
関
係
的
意
識
で
あ
り
、
思
惟
の
も
つ
内

容
も
自
己
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
表
象
は
、
自
己
的
な
思
惟
の
内
容
に

感
覚
的
存
在
を
結
び
つ
け
、
自
分
の
前
に
1
立
て
（
＜
o
H
乏
g
g
）
、
対
象
化
、

彼
岸
化
、
他
者
化
し
て
し
ま
う
。
啓
示
宗
教
に
付
き
ま
と
う
こ
の
表
象
性

が
克
服
さ
れ
れ
ば
絶
対
知
が
成
立
す
る
。
表
象
の
形
式
が
、
哲
学
知
に
相

応
し
い
概
念
な
い
し
自
己
の
形
式
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
、
宗
教
が
有
す
る
表
象
性
を
克
服
す
れ
ば
哲
学
知
と
な
る
、
と
い

う
構
図
は
、
　
『
現
象
学
』
以
降
の
著
作
に
も
共
通
す
る
へ
ー
ゲ
ル
特
有
の

論
法
で
あ
る
。
だ
が
、
表
象
か
ら
概
念
へ
、
と
い
う
抽
象
的
な
定
式
化
の

レ
ベ
ル
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
な
克
服
方
法
に
お
い
て
、

『
現
象
学
』
は
そ
れ
以
後
の
著
作
に
お
け
る
の
と
は
異
な
る
内
容
を
も

つ
。
　
『
現
象
学
』
以
後
で
は
、
表
象
性
の
克
服
は
、
哲
学
的
思
惟
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
と
言
え
る
。
表
象
に
お
け
る
思
惟
と
感
覚
的
存
在
と
の
混
合

を
純
化
し
、
哲
学
的
思
惟
の
内
に
も
た
ら
す
こ
と
が
、
概
念
把
握
で
あ

り
、
内
容
の
自
己
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
現
象
学
』
は
、
哲
学
的

思
惟
に
よ
る
克
服
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
先
に
も

述
べ
た
こ
の
著
作
が
有
す
る
特
有
の
問
題
意
識
、
叙
述
形
式
に
あ
る
。
要

す
る
に
『
現
象
学
』
で
は
、
経
験
す
る
当
の
意
識
自
身
が
絶
対
知
へ
と
高

ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
意
識
形
態
そ
の
も
の
が
表
象
性
を

克
服
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
啓
示
宗
教
に
お
い
て
は
、
絶
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対
精
神
が
表
象
性
の
形
式
に
お
い
て
、
意
識
の
対
象
的
な
内
容
と
し
て
与

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
表
象
性
、
対
象
性
を
意
識
自
身
が
克
服
す
る
た
め

に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
へ
ー
ゲ
ル
が
示
し
た
方
法
は
極
め
て
単
純

で
あ
る
。
意
識
自
身
が
絶
対
精
神
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
意
識
自
身

が
、
自
己
自
身
が
絶
対
精
神
で
あ
れ
ば
、
対
象
性
も
他
者
性
も
な
く
な

る
。
こ
の
自
己
に
よ
る
表
象
性
の
克
服
が
『
現
象
学
』
に
お
け
る
概
念
把

握
な
の
で
あ
る
。

　
絶
対
精
神
自
身
で
あ
る
意
識
に
よ
っ
て
表
象
性
が
克
服
さ
れ
る
の
だ

が
、
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
が
何
ら
か
の
新
し
い
意
識
形
態
を
持
ち
出
し
て
く

る
わ
け
で
は
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
「
意
識
の
あ
る
特
殊
な
形
態
」

（
9
◎
）
を
と
っ
た
絶
対
精
神
と
さ
れ
る
の
は
、
先
の
「
美
し
い
魂
」
で
あ

る
。
　
「
美
し
い
魂
」
か
ら
良
心
二
形
態
の
聞
の
相
互
承
認
に
至
る
三
一
的

運
動
が
、
啓
示
宗
教
の
表
象
性
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
改
め
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
。
　
「
宗
教
に
お
い
て
内
容
で
あ
っ
た
も
の
、
言
い
換
え
る
と
、

他
者
を
表
象
す
る
形
式
で
あ
っ
た
も
の
、
こ
れ
と
同
じ
も
の
が
、
こ
こ
で

は
自
己
の
お
の
れ
の
行
為
で
あ
る
」
（
い
亀
）
。
表
象
に
お
け
る
神
の
三
一
的

運
動
と
、
良
心
の
相
互
承
認
に
お
け
る
自
己
の
三
一
的
運
動
と
が
同
一
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

　
　
「
m
絶
対
知
」
で
は
こ
の
よ
う
に
両
者
の
同
一
性
が
示
さ
れ
る
に
す
ぎ

ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
知
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
両
者
が

同
一
な
の
は
当
然
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
W
宗
教
」
に
お
け

る
神
は
、
元
々
「
W
精
神
」
に
お
け
る
良
心
の
相
互
承
認
に
お
い
て
成
立

■
し
た
絶
対
精
神
の
表
象
形
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
「
m
絶
対
知
」
で
良
心
の

相
互
承
認
が
改
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
意
義
を
問
う
な
ら
ば
、
へ
ー
ゲ
ル

が
「
良
心
」
．
、
　
「
宗
教
」
、
　
「
絶
対
知
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
図
式
を

成
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
だ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
へ
ー
ゲ
ル

は
、
絶
対
楕
神
に
も
三
つ
の
階
梯
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
w
精

神
」
の
良
心
に
お
け
る
絶
対
精
神
は
、
絶
対
精
神
で
あ
る
に
し
て
も
、
絶

対
精
神
が
絶
対
精
神
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
無
自
覚
態
な
い
し
直
接

態
に
あ
る
絶
対
精
神
で
あ
る
と
言
え
る
。
次
に
啓
示
宗
教
に
お
け
る
絶
対

精
神
は
、
絶
対
精
神
と
し
て
意
識
さ
れ
る
に
し
て
も
、
表
象
性
を
帯
び
た

対
象
態
に
お
け
る
絶
対
精
神
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
絶
対
知
に
お
け

る
絶
対
精
神
は
、
表
象
性
を
克
服
し
て
対
象
態
か
ら
自
己
内
還
帰
し
た
絶

対
精
神
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
良
心
の
相
互
承
認
、
啓
示
宗
教
、
絶
対
知

は
そ
れ
ぞ
れ
、
絶
対
精
神
の
、
即
自
態
、
対
自
態
、
即
且
つ
対
自
態
、
と

い
う
図
式
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
図
式
の
た
め
「
佃
絶
対
知
」
に

お
い
て
改
め
て
良
心
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
我
々
が
確
認
す
べ
き
事
柄
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
絶
対

知
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、
言
い
換
え
れ
ば
、
右
の
図
式
を
成
立
さ
せ
る
た

め
、
神
の
三
一
性
を
良
心
の
相
互
承
認
の
三
一
性
と
同
一
視
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
は
、
絶
対
知
の
成
立
過
程
の
中
に
、
時
問
性
も

無
視
す
る
へ
ー
ゲ
ル
固
有
の
論
理
展
開
の
中
に
、
完
全
に
組
み
込
ま
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
思
考
空
聞
に
お

い
て
主
張
さ
れ
る
「
宗
教
的
意
識
に
と
っ
て
の
神
」
と
「
へ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
の
神
」
と
の
同
一
性
、
す
な
わ
ち
「
神
」
と
「
良
心
の
相
互
承

認
」
と
の
同
一
性
を
、
宗
教
的
意
識
は
許
容
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
で
き
る
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。
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二
　
体
系
と
宗
教

　
へ
ー
ゲ
ル
が
お
の
れ
の
論
理
学
を
特
徴
づ
け
た
有
名
套
言
葉
が
あ
る
。

「
こ
の
内
容
は
、
自
然
と
有
限
精
神
の
創
造
以
前
の
、
み
ず
か
ら
の
永
遠

の
本
質
に
お
け
る
神
の
叙
述
で
あ
る
、
と
表
現
さ
れ
う
る
」
（
い
圭
）
孟
ぺ
こ

の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
論
理
学
に
限
ら
ず

体
系
全
体
と
し
て
も
神
学
的
性
格
を
も
つ
。
論
理
学
、
自
然
哲
学
、
精
神

哲
学
と
し
て
展
開
さ
れ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
と
、
父
、
子
、
聖
霊
と

い
う
啓
示
宗
教
に
お
け
る
神
の
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
、
　
『
現
象
学
』
に
即
せ

ば
、
純
粋
思
惟
、
表
象
、
自
己
意
識
の
三
つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
対
応
し
て

い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
啓
示
宗
教
の
記
述
そ
の

も
の
と
へ
ー
ゲ
ル
の
全
体
系
と
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
対
応

は
単
に
外
面
的
、
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
念
が
生
じ
て
く
る
。
確
か
に
啓
示
宗
教
に
お
い
て
も
、
ロ
ゴ
ス
、
自

然
、
有
限
精
神
、
無
限
精
神
な
ど
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
包
括
す
る
す

べ
て
の
対
象
領
域
に
比
べ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
貧
弱
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に

何
故
へ
ー
ゲ
ル
は
同
一
で
あ
る
と
主
張
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

は
、
啓
示
宗
教
の
部
分
だ
け
の
考
察
で
は
答
え
は
得
ら
れ
な
い
。
宗
教
と

『
現
象
学
』
全
体
と
の
関
係
が
考
察
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
理
解
が
可
能
と

な
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
宗
教
と
哲
学
体
系
の
同
一
性
を
成
立
さ
せ
る
た

め
、
宗
教
に
対
し
て
或
る
体
系
構
成
上
の
役
割
を
与
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
『
現
象
学
』
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
考
察
す
る
際
、
へ
ー
ゲ
ル
が
書

い
た
（
と
さ
れ
る
）
　
『
現
象
学
』
の
自
箸
紹
介
が
一
つ
の
手
掛
か
り
と
な

る
。　

「
こ
の
第
一
部
（
精
神
現
象
学
）
は
生
成
す
る
知
を
叙
述
し
て
い
る
。

知
を
基
礎
づ
け
る
場
合
、
心
理
学
的
な
説
明
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
も
っ

と
抽
象
的
な
解
明
に
代
わ
っ
て
、
精
神
現
象
学
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
学
に
至
る
準
備
を
一
個
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
観
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
学
は
新
し
い
興
味
あ
る
学
と
な

り
、
そ
し
て
哲
学
の
第
一
の
学
と
な
る
。
そ
れ
は
様
々
な
精
神
の
形
態
を

旅
路
の
宿
駅
と
し
て
自
分
の
内
に
含
む
。
こ
れ
ら
宿
駅
を
通
る
こ
と
で
精

神
は
純
粋
知
あ
る
い
は
絶
対
精
神
と
な
る
。
こ
の
歩
み
は
、
さ
ら
に
幾
つ

か
に
細
分
さ
れ
る
こ
の
学
の
主
要
区
分
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
意
識
、
自
己
意
識
、
観
察
し
行
為
す
る
理
性
、
精
神
そ
の
も
の
で
あ

る
。
精
神
は
、
人
倫
的
精
神
で
あ
り
、
教
養
形
成
さ
れ
た
精
神
で
あ
り
、

道
徳
的
精
神
で
あ
り
、
さ
ら
に
最
後
に
様
々
な
形
式
を
も
っ
た
宗
教
的
精

神
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
混
沌
の
ご
と
く
現
わ
れ
出
る
精
神
の
諸
現

象
の
富
が
、
そ
れ
ら
を
必
然
性
に
し
た
が
っ
て
叙
述
す
る
一
つ
の
学
的
な

秩
序
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
の
必
然
性
に
お
い
て
不
完
全
な
も
の
は
解

消
さ
れ
、
そ
の
次
の
真
理
で
あ
る
よ
り
高
次
の
も
の
へ
と
移
行
す
る
。
こ

れ
ら
が
窮
極
の
真
理
を
見
い
出
す
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
宗
教
に
お
い

て
で
あ
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
全
体
の
帰
結
た
る
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
」

（
s
ω
）

　
『
現
象
学
』
は
、
へ
ー
ゲ
ル
自
ら
の
学
へ
の
導
入
部
の
役
割
を
も
ち
、

学
的
立
場
と
は
言
え
な
い
自
然
的
意
識
か
ら
、
学
的
立
場
た
る
絶
対
知
に
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至
る
ま
で
、
様
々
な
精
神
形
態
が
叙
述
さ
れ
る
。
こ
の
学
へ
と
至
る
過
程

　
に
お
い
て
、
究
極
の
真
理
が
ま
ず
宗
教
に
お
い
て
見
い
出
さ
れ
る
と
へ
i

　
ゲ
ル
は
言
う
。
究
極
の
真
理
が
見
い
出
さ
れ
る
の
は
、
他
方
で
は
学
で
あ

　
る
。
　
「
究
極
の
真
理
奮
巴
腎
冨
峯
｝
巨
麸
一
）
」
と
言
い
つ
つ
も
、
そ
れ
が
二

　
つ
の
領
域
に
存
在
す
る
の
は
、
内
容
は
同
一
で
形
式
が
違
う
と
い
う
、
哲

　
学
と
宗
教
の
関
係
を
言
い
表
す
際
の
へ
i
ゲ
ル
特
有
の
論
法
と
同
じ
で
あ

　
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
理
解
す
べ
き
こ
と
は
、
　
『
現
象
学
』
に
お
い

　
て
「
W
宗
教
」
と
「
㎜
絶
対
知
」
は
真
理
の
領
域
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ

　
の
構
成
上
『
現
象
学
』
は
「
W
宗
教
」
か
ら
質
的
に
転
換
す
る
、
と
い
う

　
こ
と
で
あ
る
。

　
　
質
的
な
転
換
と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
実
体
（
旨
蟹
彗
N
）
か
ら
主
語
・

　
主
体
（
o
。
目
g
①
ε
へ
の
転
換
の
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル

　
は
お
の
れ
の
学
の
課
題
を
、
　
「
真
な
る
も
の
を
実
体
と
し
て
で
は
な
く
、

　
同
様
に
主
語
・
主
体
と
し
て
も
把
握
し
表
現
す
る
こ
と
」
（
S
）
、
と
い
う

　
；
己
に
集
約
し
た
。
ま
さ
し
く
こ
の
実
体
か
ら
主
語
・
主
体
へ
の
転
換

　
が
、
学
の
成
立
に
先
立
ち
宗
教
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
　
「
W
宗
教
」
に
お
け
る
精
神
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
の

　
部
分
を
「
み
ず
か
ら
の
世
界
に
お
け
る
精
神
な
い
し
精
神
の
定
在
」
と
呼

　
び
、
「
後
者
は
、
そ
の
諸
契
機
が
別
々
に
表
れ
、
各
々
が
自
立
的
に
表
れ

　
る
限
り
で
の
精
神
の
全
体
の
う
ち
に
あ
る
」
（
合
湯
苫
言
う
。
諸
契
機
と
し

　
て
へ
ー
ゲ
ル
は
、
　
「
㎜
宗
教
」
以
前
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
章
を

　
構
成
し
て
い
る
、
　
「
意
識
」
、
　
「
自
己
意
識
」
、
　
「
理
性
」
、
精
神
を
意

、
識
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
直
接
的
な
精
神
と
し
て
の
「
精
神
」
、
を
挙
げ

　
て
、
　
「
そ
れ
ら
の
総
括
さ
れ
た
（
昌
蟹
昌
曽
品
o
津
ε
総
体
が
、
み
ず
か
ら
の

世
界
の
定
在
一
般
に
お
け
る
精
神
を
形
づ
く
る
」
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し

て
宗
教
に
つ
い
て
は
、
　
「
宗
教
は
こ
れ
ら
の
諸
契
機
の
全
経
過
を
前
提
し

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
単
一
な
（
①
ぎ
厨
9
）
総
体
、
乃
至
は
絶
対
的
自
己
で
あ

る
」
と
言
う
。
　
「
W
宗
教
」
以
前
で
は
諸
契
機
に
分
か
れ
た
か
た
ち
で
お

の
れ
を
展
開
さ
せ
て
い
た
全
体
的
精
神
が
、
　
「
精
神
の
完
成
」
（
お
O
）
で
あ

る
宗
教
に
至
っ
て
単
一
な
も
の
、
自
己
と
な
る
。
　
「
自
己
（
ω
巴
σ
昌
」
と

は
、
変
化
の
な
か
に
あ
っ
て
「
自
同
的
な
も
の
（
ω
①
冒
σ
・
邑
」
の
こ
と
で
あ

る
一
六
ペ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
多
様
な
あ
り
方
を
し
つ
つ
そ
れ
ら
を
否
定
的
に
統

一
し
単
純
性
の
内
に
含
む
も
の
を
、
人
問
存
在
に
限
ら
ず
「
自
己
」
と
呼

ぶ
。
自
己
と
は
、
ま
さ
し
く
へ
ー
ゲ
ル
の
言
う
概
念
で
あ
り
主
体
・
主
語

で
あ
る
。
全
体
的
精
神
の
諸
区
別
項
は
、
　
「
w
宗
教
」
以
前
で
は
「
実
体

の
属
性
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
「
W
宗
教
」
で
は
「
主
語
の
述
語
」
で

あ
る
（
8
－
）
。
主
語
と
は
、
述
語
が
外
的
に
く
っ
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
静

止
的
、
固
定
的
な
点
な
の
で
は
。
な
く
、
お
の
れ
自
身
を
述
語
へ
と
限
定

し
、
他
と
な
り
つ
つ
も
自
分
自
身
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
主
語
は
ま

た
主
体
を
意
味
す
る
。
　
「
w
宗
教
」
に
至
っ
て
、
精
神
は
実
体
か
ら
主

語
・
主
体
に
転
換
し
、
　
「
W
宗
教
」
は
、
精
神
の
自
己
展
開
の
場
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
「
㎜
宗
教
」
に
お
い
て
お
の
れ
を
展
開
さ
せ
る
精
神
に
は
、
そ
の
諸
契

機
と
し
て
「
㎜
宗
教
」
以
前
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
宗
教
は
、

「
精
神
の
完
成
」
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
諾
契
機
に
と
っ
て
の

「
根
底
（
Q
竃
邑
）
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
「
W
宗
教
」
に
お
け
る
精
神
は
、

「
W
宗
教
」
以
前
を
み
ず
か
ら
の
諸
契
機
と
し
、
そ
れ
ら
を
自
己
の
単
一

性
の
う
ち
に
含
ん
だ
全
体
的
精
神
で
あ
り
、
こ
の
精
神
が
主
体
と
な
っ
て
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お
の
れ
を
展
開
さ
せ
る
。
こ
の
全
体
の
自
己
展
開
と
い
う
構
造
は
、
我
々

に
或
る
序
論
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
。
　
「
真
な
る
も
の
は
全
体
で
あ
る
。

だ
が
全
体
と
は
、
お
の
れ
の
展
開
を
通
し
て
お
の
れ
を
完
成
さ
せ
る
本

質
・
実
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
遺
）
。
こ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
が
、
自
分
の
哲

学
が
体
系
の
体
裁
を
と
る
こ
と
の
真
理
性
に
関
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ

る
。
ま
た
序
論
で
は
、
体
系
が
「
根
底
」
か
ら
の
展
開
で
あ
る
と
主
張
さ

れ
て
も
い
る
（
虜
｛
）
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
宗
教
と
哲
学
を
、
全
体
の
展
開
と
い

う
観
点
か
ら
同
一
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
W
宗
教
」
以
前
を
包

括
し
た
全
体
的
精
神
が
、
ひ
と
ま
ず
「
W
宗
教
」
に
お
い
て
表
象
の
形
式

で
お
の
れ
を
展
開
し
た
後
、
　
「
W
絶
対
知
」
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
概
念

の
形
式
に
よ
っ
て
お
の
れ
を
展
開
さ
せ
た
も
の
が
、
論
理
学
、
自
然
哲

学
、
精
神
哲
学
と
続
く
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
な
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
絶
対
的
宗
教
と
見
な
す
啓
示
宗
教
に
お
い
て

精
神
が
み
ず
か
ら
を
展
開
さ
せ
る
三
つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
、
精
神
の
自
己

展
開
で
あ
る
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
の
、
論
理
学
、
自
然
哲
学
、
精
神
哲
学

と
い
う
三
領
域
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
全
領
域
が
宗

教
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
者
は
一

致
す
る
の
で
あ
る
。
一
」
う
主
張
で
き
る
の
も
、
　
「
W
宗
教
」
に
お
け
る
精

神
は
「
W
宗
教
」
以
前
の
す
べ
て
を
包
括
し
て
い
る
、
と
い
う
建
前
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
建
前
で
あ
る
。
ど
う
考
え
て
も
こ
の
建
前

は
、
へ
i
ゲ
ル
の
思
考
上
の
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
と
っ
て
の
も
の
で
し
か

な
い
。
実
際
に
存
在
す
る
宗
教
が
一
」
う
し
た
前
提
を
も
っ
て
い
る
は
ず
が

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
体
系
と
し
て
の
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
い
う
点
で
は
、
何
ら

か
の
既
存
の
宗
教
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
既
存
の
宗
教
を
哲
学
的
に
解
釈

し
た
だ
け
の
も
の
と
の
同
一
性
も
厳
密
に
は
主
張
し
得
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル

に
よ
っ
て
哲
学
体
系
と
同
一
と
見
な
さ
れ
る
て
い
る
も
の
は
、
哲
学
的
に

解
釈
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
の
先
後
を
無
視
す
る
へ
ー
ゲ
ル

特
有
の
論
理
展
開
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
体
系
構
成
上
の
意
義
を
付
与
さ
れ

た
宗
教
、
つ
ま
り
体
系
内
の
宗
教
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
有
限
者
、
無
限
者
、
人
倫
、
歴
史
な
ど
、
一
切
を
包
括

し
う
る
も
の
と
し
て
「
精
神
」
と
い
う
概
念
を
採
用
し
、
精
神
の
自
已
展

開
と
い
う
一
種
の
神
学
的
体
裁
を
と
る
壮
大
な
哲
学
体
系
を
構
築
し
た
。

だ
が
そ
の
神
学
的
な
体
系
の
な
か
で
、
宗
教
そ
の
も
の
は
変
質
を
被
ら
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
神
も
宗
教
も
体
系
上
の
意
義
を
負
わ
さ
れ
、
体
系
の

内
部
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
た
。
哲
学
と
宗
教
の
同
一
性
の
主
張
は
、
哲

学
に
対
す
る
宗
教
の
固
有
性
、
独
立
性
の
剥
奪
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

〈
註
〉

（
1
）
へ
ー
ゲ
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
主
と
し
て
Q
．
≦
「
霜
⑪
・
具
幸
竃
ぎ

　
ぎ
姜
彗
持
恩
邑
員
旨
薫
～
昌
や
か
ら
行
い
、
匿
1
ω
㌔
冨
8
冒
g
o
－
o
⑰
・
尉

　
註
肋
o
蟹
雲
。
か
ら
の
引
用
に
は
頁
数
の
み
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
は

　
巻
数
と
頁
数
を
記
し
た
。

一
2
一
冒
巨
毒
暮
昌
鶉
σ
・
①
一
畠
暮
ミ
薫
旨
泰
冨
ー
く
．
ト
ま
肇
⑦
一
箒
呂
．
S
ゾ

　
加
藤
尚
武
訳
「
へ
ー
ゲ
ル
『
自
然
法
講
義
草
稿
』
」
、
加
藤
著
『
哲

　
学
の
使
命
』
、
未
来
社
、
一
九
九
二
年
、
三
二
六
頁
。

一
3
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤
田
正
勝
「
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
精
神

　
現
象
学
』
研
究
の
状
況
と
意
味
」
、
理
想
六
〇
五
号
、
一
九
八
三
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年
、
を
参
照
。

（
4
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
、
W
・
マ
ル
ク
ス
、
上
妻
精
訳
『
へ
ー
ゲ

　
ル
の
精
神
現
象
学
』
、
理
想
社
、
一
九
八
一
年
、
を
参
照
。

　
　
書
名
問
題
に
関
し
て
我
々
と
し
て
は
、
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
次
の
言

　
葉
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
　
「
出
版
の
際
に
は
学
の
体
系
第
一
部
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
私
の

　
精
神
現
象
学
に
お
い
て
は
、
精
神
の
最
初
の
最
も
単
純
な
現
象
、
直

　
接
的
な
意
識
か
ら
初
め
て
、
意
識
の
弁
証
法
を
哲
学
的
な
学
の
立
場

　
ま
で
発
展
さ
せ
、
こ
の
立
場
の
必
然
性
を
、
こ
の
よ
う
な
進
展
に

　
よ
っ
て
示
す
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
だ
が
こ
の
た
め
に
は
、
単

　
な
る
意
識
の
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
な
ぜ
な
ら
哲
学
知
の
立
場
は
、
同
時
に
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
最
も

　
内
容
豊
か
な
、
最
も
具
体
的
な
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

　
こ
の
立
場
は
、
結
果
と
し
て
生
じ
て
く
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば

　
道
徳
、
人
倫
、
芸
術
、
宗
教
の
よ
う
な
、
意
識
の
具
体
的
な
諸
形
態

　
を
も
前
提
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
哲
学
的
学
の
固
有
の
部
門
の
対
象

　
で
あ
る
内
容
の
発
展
が
、
同
時
に
、
さ
し
あ
っ
た
っ
て
形
式
的
な
も

　
の
に
の
み
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
意
識
の
発
展
に
含
ま
れ

　
る
。
そ
の
際
、
内
容
が
自
体
的
な
も
の
と
し
て
意
識
に
関
係
し
て
い

　
る
限
り
、
内
容
の
発
展
は
い
わ
ば
意
識
の
背
後
で
進
行
せ
ざ
る
を
え

　
な
い
。
こ
の
こ
と
κ
よ
っ
て
叙
述
は
一
層
複
雑
と
な
り
、
具
体
的
な

　
諸
部
門
に
属
す
る
も
の
が
、
一
部
分
既
に
、
か
の
序
論
に
含
ま
れ
て

　
く
る
。
」
（
。
。
一
①
；
）

一
5
）
ち
な
み
に
こ
の
言
葉
は
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
神
学
的
性
格
を
証
拠
立

　
て
る
も
の
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
。
だ
が
そ
の
際
、
引
用
文
中

　
の
「
と
表
現
さ
れ
う
る
寒
昌
ぎ
目
ω
一
争
昌
＆
昌
艮
員
ま
籟
：
・
一
」
と
い

　
う
部
分
が
省
略
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
こ
の
言
葉
は
、
表

　
象
的
な
言
い
方
で
は
人
は
こ
う
表
現
で
き
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い

　
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
6
）
ま
己
晶
σ
・
①
昌
9
：
ま
N
筆
暑
翼
屋
⑭
昌
｛
雪
＜
邑
p
σ
・
一
ω
ー
二
仁
－
原
佑
・

　
渡
辺
二
郎
訳
『
世
界
の
名
著
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
中
央
公
論
社
、
二
二
三

　
頁
。

一
す
ず
き
・
さ
と
る
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）

蝸


