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概
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序
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、J／

川
　
圭
　
治

　
神
の
死
と
神
の
不
在
の
時
代
が
到
来
し
た
と
声
高
に
告
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
宣
告
に
対
応
し
た

思
想
吏
的
状
況
は
、
今
日
で
も
な
お
太
い
底
流
と
な
っ
て
尾
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
文
化
庁
宗
務
課
の
統
計
に
よ
る
と
、

二
十
万
を
越
え
る
宗
教
団
体
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
大
分
以
前
か
ら
顕
著
に
な
っ
て
き
た
民
衆
の
既
成
教
団
ば

な
れ
の
現
象
は
、
さ
ら
に
進
行
し
、
第
二
次
新
宗
教
ブ
ー
ム
の
波
に
乗
っ
て
形
成
さ
れ
、
戦
後
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
た
新
宗
教
教
団

を
も
、
欽
み
込
み
は
じ
め
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
若
い
世
代
に
お
い
て
は
、
何
か
し
ら
超
越
者
へ
の
志

向
、
宗
教
的
な
も
の
へ
の
憧
憶
は
深
ま
り
っ
っ
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
に
最
近
の
、
ミ
ニ
宗
教
教
団
の
形
態
を
特
徴
と
す
る
第
三
次
宗
教
ブ

i
ム
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
な
お
、
非
人
間
的
、
反
文
化
的
、
反
社
会
的
な
い
か
が
わ
し
い
宗
教
へ
の
参
加
は
あ
と
を

た
た
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
初
等
中
等
教
育
が
と
っ
た
信
教
の
自
由
（
宗
教
的
寛
容
）
政
策
が
、
い
ず
れ
の
特
定
の
宗
教
を
も
取
り
上

げ
な
い
と
い
う
徹
底
し
た
消
極
的
政
策
で
あ
っ
た
た
め
に
、
若
者
た
ち
は
、
青
春
時
代
の
精
神
的
変
動
期
を
迎
え
て
も
、
完
全
に
宗
教
批

判
能
力
を
欠
き
、
神
に
っ
い
て
の
判
断
の
基
準
を
持
た
な
い
ま
ま
で
、
二
十
万
の
宗
教
団
体
の
渦
巻
く
杜
会
に
投
げ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
状
認
識
が
誤
り
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
に
渦
巻
く
神
々
を
、
神
概
念
の
面
か
ら
類
型
論
的
に
整
理
し
て
、
何
ら
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か
の
批
判
的
視
点
か
ら
そ
れ
を
構
成
す
る
と
い
う
試
み
も
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、

筆
者
が
こ
の
十
年
余
に
わ
た
っ
て
書
い
た
論
文
や
学
会
の
研
究
発
表
な
ど
を
踏
ま
え
て
計
画
中
で
あ
る
著
作
の
た
め
の
序
論
の
試
み
な
の

　
（
1
）

で
あ
る
。

、
宗
教
学
の
区
分
と
し
て

　
神
概
念
を
類
型
論
的
に
整
理
し
て
、
批
判
的
視
点
か
ら
構
成
す
る
と
い
う
操
作
は
、
従
来
の
宗
教
学
の
方
法
論
の
中
で
は
ど
の
よ
う
な

位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
現
象
を
取
り
上
げ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
、
し
ば
し
ば
四
つ
の
部
門
に
分
け
ら
れ
て
き
た
。
す

な
わ
ち
第
一
に
、
信
仰
を
前
提
と
す
る
神
学
的
・
教
学
的
研
究
と
、
第
二
に
、
普
遍
的
な
理
性
の
判
断
を
基
礎
と
す
る
宗
教
哲
学
的
研
究

と
、
第
三
に
、
資
料
に
も
と
づ
く
歴
史
的
事
実
の
面
か
ら
宗
教
を
と
ら
え
る
宗
教
史
学
的
研
究
と
、
さ
ら
に
第
四
に
、
広
義
の
宗
教
現
象

の
す
べ
て
を
客
観
的
。
包
括
的
に
と
ら
え
る
宗
教
現
象
学
的
研
究
と
で
あ
る
。
宗
教
杜
会
学
、
宗
教
心
理
学
、
宗
教
民
族
学
、
宗
教
民
俗

学
、
宗
教
人
類
学
な
ど
は
、
主
と
し
て
第
四
の
宗
教
現
象
学
の
各
特
殊
領
域
に
お
け
る
各
論
的
部
門
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
の
各
論
的
下
部
部
門
の
中
に
は
、
第
三
の
宗
教
吏
学
に
ま
た
が
る
部
分
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
一
こ
の
四
象
隈
部

門
で
、
宗
教
学
の
ほ
ぼ
全
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
四
象
限
部
門
の
う
ち
で
、
第
二
の
宗
教
哲
学
的
研
究
は
、
理
性
判
断
を
基
礎
と
す
る
主
知
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
て
、
他
の
方

法
が
主
情
的
、
主
意
的
、
実
践
的
、
対
象
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
姿
勢
を
と
る
の
と
区
別
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
他
の
研
究
方
法
が
そ

の
対
象
領
域
と
し
て
人
間
の
宗
教
的
な
感
情
、
情
緒
、
心
理
、
経
験
、
生
活
活
動
、
倫
理
的
行
為
、
社
会
的
行
動
な
ど
を
取
り
上
げ
る
の

に
対
し
て
、
宗
教
哲
学
的
研
究
は
、
主
と
し
て
神
概
念
な
ど
を
テ
i
マ
と
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
本
論
文
の
主
題
で
あ
る
神
概
念
の
類

型
論
的
整
理
と
批
判
的
構
成
は
、
主
と
し
て
第
二
の
宗
教
哲
学
的
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
他
の
三
部
門
の
見
方

や
研
究
成
果
を
無
視
し
た
り
、
排
除
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
研
究
を
進
め
る
際
に
参
考
に
な
り
、
役
立
つ
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
門
の
前
提
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
姿
勢
な
ど
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
行
き
た
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
神
概
念
の
類
型
論
的
整
理
と
批
判
的
構
成
を
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
進
め
る
た
め
に
は
、
J
。
ワ
ッ
ハ
の
区
分
に
よ
れ
ば
、
第
三
、
第

四
部
門
の
研
究
方
法
の
よ
う
に
た
ん
に
記
述
的
（
宗
8
ユ
呈
弟
）
、
客
観
的
な
処
理
の
仕
方
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
第
一
、
第
二
部
門

の
研
究
方
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
形
の
価
値
判
断
の
介
入
が
必
要
に
な
り
、
規
範
的
（
墨
h
冒
註
毒
）
、
主
観
的
視
点
に
立
た
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
F
ニ
ア
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
第
三
、
第
四
部
門
の
記
述
的
、
客
観
的
研
究
方
法
を
「
純
粋
現
象
学
」
（
、
、
遣
鳥
、
、
昏
蟹
◎
弓

竃
◎
5
σ
Q
｝
）
と
呼
び
、
そ
の
成
果
を
十
分
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、
し
か
し
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
「
直
観
的
グ
記

述
的
要
素
」
（
庄
①
サ
9
ま
き
－
宗
8
H
昼
け
写
⑦
巴
Φ
冒
竃
吋
）
だ
け
で
は
な
く
、
「
実
存
的
。
批
判
的
要
素
」
（
｝
①
簑
落
9
け
邑
－
邑
戌
O
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

③
ぼ
馨
竃
叶
）
が
、
現
象
学
が
実
例
を
選
ぷ
際
の
規
準
（
o
幸
艮
竃
）
と
し
て
介
入
し
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の

「
直
観
的
。
記
述
的
要
素
と
実
存
的
・
批
判
的
要
素
を
結
合
す
る
」
方
法
を
「
批
判
的
現
象
学
」
（
艮
ま
巴
冨
彗
◎
昌
9
◎
一
〇
σ
・
く
）
と
名
付

け
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
も
そ
の
注
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
M
・
シ
ェ
ゼ
ラ
i
が
『
人
間
に
お
け
る
永
遠
な
も
の
』
（
お
轟
）
に
お
い

て
ロ
ー
マ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
の
全
体
系
を
現
象
学
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ
り
、
E
・
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
の
試
み
を

直
ち
に
拒
否
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
記
述
的
要
素
と
批
判
的
要
素
の
間
に
あ
る
矛
盾
対
立
、
ま
た
は
緊
張
関
係
は
不
可
避

で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
「
批
判
的
現
象
学
」
と
い
う
概
念
は
、
形
容
矛
盾
を
合
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
研
究
対
象
が
、
神
概
念
で
あ
り
、
し
か
も
今
日
の
宗
教
的
状
況
が
何
ら
か
の
宗
教
批
判
能
力
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
と
く
に
神
概
念
の
類
型
論
的
整
理
と
批
判
的
構
成
を
行
な
う
た
め
に
は
、
宗
教
の
規
範
的
、
批
判
的
現
象
学
（
簿
◎
H
冒
茎
く
9

良
津
巴
島
竃
◎
冒
竃
巳
◎
σ
Q
×
艮
轟
拝
｛
§
）
と
い
う
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
あ
の
宗
数
学
の
四
象
限
区
分
に
お

い
て
、
第
二
の
宗
教
哲
学
的
研
究
を
中
心
と
し
つ
つ
、
他
の
第
一
、
第
三
、
第
四
部
門
の
成
果
を
も
踏
ま
え
る
と
い
う
方
法
を
と
る
場
合

に
不
可
避
な
方
法
論
的
方
向
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
が
合
む
矛
盾
し
、
背
反
す
る
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
、
具
体

的
、
現
実
的
に
組
み
合
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
本
論
文
と
そ
れ
に
続
く
研
究
の
過
程
と
成
果
に
よ
っ
て
答
え
る
よ
り
他
は

な
い
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
背
負
っ
た
上
で
、
こ
の
批
判
的
現
象
学
を
方
法
と
し
て
出
発
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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二
喝
神
論
の
二
つ
の
断
面

　
宗
教
の
批
判
的
現
象
学
の
方
法
で
神
概
念
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
対
立
す
る
二
概
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
二
つ
の

交
叉
す
る
デ
ィ
メ
ン
ジ
蔓
ン
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
の
次
元
は
、
有
神
論
と
無
神
論
の
対
立
に
よ
っ
て
、
第
二
の
次
元
は
一
神

論
と
多
神
論
の
対
立
に
よ
（
、
て
、
そ
れ
ぞ
れ
構
成
さ
れ
る
σ

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
の
精
神
史
的
状
況
が
、
神
の
死
ま
た
は
神
の
不
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
無
神
論

の
概
念
内
容
の
明
確
な
規
定
と
、
無
神
論
の
形
成
に
至
る
場
合
の
有
神
論
の
役
割
り
の
解
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

っ
て
逆
に
有
神
論
そ
の
も
の
の
実
体
と
問
題
性
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
無
神
論
と
い
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
漢
然
と
し
た
、
非
常
に
多
義
的
な
概
念
で
あ
り
、
類
型
論
的
処
理
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
内
容
を
明
確

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
っ
ま
り
無
神
論
（
痒
肝
尉
昌
）
と
は
、
有
神
論
（
↓
τ
尉
昌
）
か
ら
派
生
し
た
否
定
概
念
と
し
て
、
有
神
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

以
外
の
す
べ
て
の
思
想
的
立
場
を
包
括
す
る
広
範
な
不
定
概
念
と
し
て
も
用
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
無
神
論
概
念
の
多
義
性

は
、
有
神
論
概
念
の
多
義
性
、
さ
ら
に
は
神
概
念
そ
の
も
の
の
多
義
性
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
次
節
に
お
い
て
述

べ
る
祷
概
念
の
類
型
論
と
対
応
す
る
無
神
論
の
類
型
論
的
整
理
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
G
一
メ
ン
シ
ン
ク
は
、
宗
教
現
象
学
の
視
点
か
ら
無
神
論
を
次
の
一
、
二
つ
の
類
型
に
ま
と
め
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
、
人
格
神
と
し
て
の

締
の
存
在
を
否
定
す
る
態
度
で
あ
る
。
宗
教
吏
上
の
実
例
と
し
て
仏
教
が
あ
げ
ら
れ
る
。
仏
教
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
う
る
が
、

仏
陀
の
教
え
の
純
粋
な
形
、
浬
薬
の
境
地
に
お
い
て
は
一
切
の
「
色
」
の
世
界
が
否
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
歴
吏
上
に
具
体
的

に
姿
を
現
わ
す
人
格
神
が
関
与
す
る
余
地
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
道
教
も
人
格
神
を
認
め
な
い
無
神
論
だ
と
い
う
。
第
二
は
、
あ
る
特
定

の
宗
教
が
、
そ
の
絶
対
性
の
要
求
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
他
の
宗
教
を
真
の
神
を
尊
崇
し
な
い
無
神
論
だ
と
す
る
場
合
で
あ
る
Q
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
お
い
て
ポ
リ
ス
の
承
認
す
る
神
々
を
認
め
な
い
「
不
敬
産
の
罪
」
で
告
発
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
、
キ
リ
ス
ト
教
公
認
前
の
ロ

ー
マ
帝
国
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
者
が
「
無
神
論
者
」
（
軌
津
高
昔
）
と
呼
ば
れ
た
の
も
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
々
の
闘
争
に
よ
る
他



宗
教
の
否
定
を
そ
の
実
体
と
す
る
「
無
神
論
」
で
あ
る
。
第
三
は
、
神
ま
た
は
超
越
者
一
切
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
う
最
も
徹
底
し
た

無
神
論
で
あ
る
。
イ
ン
ド
最
古
の
宗
教
文
書
で
あ
る
リ
グ
ヴ
ユ
ー
ダ
の
中
に
も
「
神
は
ど
こ
に
い
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
神
は

存
在
し
な
い
」
と
答
え
る
無
神
論
が
あ
る
と
い
う
。
現
代
の
思
想
上
の
立
場
に
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
そ
れ
は
理
想
型
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
も
、
宗
教
現
象
学
的
に
そ
の
実
例
を
見
出
す
の
は
む
ず
か
し
い
と
思
う
。
な
ん
ら
か
の
宗

教
を
持
た
な
い
民
族
は
歴
史
上
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
メ
ン
シ
ン
ク
は
、
第
一
の
特
定
の
人
格
神
の
否
定
、
第
二
の
杜
会
集
団
と
し
て
の
共
同
体
の
神
の
否
定
、
第
三
の
趨
越
者
の
全
面
的
否

定
と
い
う
三
つ
の
類
型
で
宗
教
吏
上
の
無
神
論
を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
こ
の

よ
う
な
類
型
論
だ
け
で
は
、
今
日
の
精
神
史
的
状
況
と
し
て
の
無
神
論
の
概
念
内
容
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
無
神
論
は
、
有

神
論
の
対
極
概
念
と
し
て
、
有
神
論
の
神
の
絶
対
的
超
越
性
が
確
立
さ
れ
る
と
そ
の
反
動
と
し
て
成
立
す
る
。
つ
ま
り
西
欧
の
近
代
に
お

い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
独
一
神
信
仰
の
前
提
の
下
で
、
そ
れ
に
対
す
る
反
動
と
し
て
無
神
論
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
人
問
の
自
立
的
思
想
に
も
と
づ
く
無
神
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
啓
蒙
的
理
性
主
義

の
立
場
は
、
自
ら
を
無
神
論
と
名
付
け
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
の
正
統
主
義
神
学
の
側
が
そ
の
反
教
会
的
姿
勢
を
「
無
神
論
」
と

き
め
つ
け
た
の
で
あ
る
。
一
六
五
〇
年
代
か
ら
一
七
〇
〇
年
代
に
か
げ
て
、
ド
イ
ツ
の
各
大
学
神
学
部
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
の
表
題

に
「
無
神
論
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
概
念
が
公
式
文
書
の
テ
ー
マ
と
し
て
登
場
し
た
初
め
で
あ
る
と
い

（
6
）

う
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
の
中
で
、
は
じ
め
て
公
然
と
自
己
の
立
場
を
無
神
論
だ
と
主
張
し
た
の
は
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
家

P
・
T
。
ド
ル
バ
ッ
ク
の
『
自
然
の
体
系
』
（
ミ
富
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
思
想
の
流
れ
の
中
で
、
そ
の
後
形
成
さ
れ
た
、
近
代
に
お
け
る
本
来
の
意
味
で
の
無
神
論
は
、
そ
の
思
想
史
上
の
背
景
と

立
場
と
か
ら
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
唯
物
論
的
無
神
論
と
観
念
論
的
無
神
論
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
唯
物
論
は
、
古
代
、
中

世
か
ら
今
日
の
史
的
唯
物
論
に
至
る
ま
で
、
物
質
の
存
在
し
か
認
め
な
い
の
だ
か
ら
、
必
然
的
に
無
神
論
と
な
る
。
ヘ
ル
マ
ン
ニ
フ
イ
は
、

大
著
『
啓
蒙
主
義
と
無
神
論
の
歴
史
』
に
お
い
て
、
「
唯
物
論
の
歴
吏
は
同
時
に
、
無
神
論
の
歴
史
で
あ
る
」
と
の
視
点
に
立
っ
て
西
欧
の

5　神概念の類型論的構成



思
想
史
全
体
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
思
想
史
全
体
が
、
無
神
論
の
形
成
と
そ
れ
に
対
す
る
反
動
の
歴
吏
と
な
る
。
今
日
の
マ
ル

ク
ス
主
義
の
と
る
立
場
で
あ
る
。

　
後
者
の
観
念
論
は
、
理
念
ま
た
は
観
念
の
実
在
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
か
ら
、
理
念
と
し
て
の
神
の
実
在
を
承
認
す
る
。
そ
の
意
味
で

は
有
神
論
で
あ
る
が
、
こ
の
理
念
と
し
て
の
神
は
人
間
の
理
性
ま
た
は
精
神
に
内
在
化
さ
れ
た
神
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
内
在
化
さ
れ
た

神
は
、
人
間
の
知
的
、
精
神
的
能
力
の
範
囲
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
神
で
あ
り
、
観
念
論
的
有
神
論
は
、
た
だ
ち
に
無
神
論
に
転
化
す
る

可
能
性
を
合
ん
で
い
る
。
1
。
カ
ン
ト
や
J
．
G
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
中
に
こ
の
構
造
が
見
ら
れ
る
。
す
で
に
G
．
W
・
F
。
へ
ー
ゲ

ル
も
カ
ン
ト
、
ヤ
コ
i
ビ
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
を
啓
蒙
期
の
「
主
観
性
の
反
省
哲
学
」
と
し
て
批
判
し
、
こ
の
観
念
論
的
有
神
論
の
神
は

「
理
性
自
身
が
閉
め
出
さ
れ
て
し
ま
う
理
性
自
身
よ
り
高
い
も
の
」
と
な
り
、
た
だ
ち
に
「
理
性
に
と
っ
て
空
虚
な
も
の
」
に
反
転
す
る

　
　
（
7
）

と
い
っ
た
。
有
神
論
の
神
の
絶
対
的
超
越
性
の
要
求
が
、
そ
の
間
隙
に
無
神
論
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
有
神
論
の
自
己
矛
盾
か
ら
、
。

へ
－
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
神
の
死
」
あ
る
い
は
「
思
弁
的
聖
金
曜
日
」
の
問
題
が
成
立
す
る
。
ま
た
最
近
の
ネ
オ
・
マ
ル
ク
シ
ス
ト
、
E
。

ブ
ロ
ツ
ホ
も
、
有
神
論
の
超
越
神
概
念
は
、
「
そ
こ
に
人
間
の
立
ち
現
わ
れ
る
余
地
の
な
い
高
み
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
絶
対
化

さ
れ
た
有
神
論
は
、
無
神
論
に
逆
転
す
る
。
こ
の
よ
う
な
無
神
論
は
、
今
臼
の
宗
教
的
状
況
に
お
い
て
は
、
有
効
な
批
判
原
理
と
な
り
う

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
有
神
論
－
無
神
論
の
次
元
は
、
テ
ィ
リ
ツ
ヒ
の
言
う
「
実
存
的
。
批
判
的
要
素
」
の
解
明
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
一
神
論
－
多
神
論
の
次
元
は
「
直
観
的
・
記
述
的
要
素
」
の
現
象
学
的
解
明
を
可
能
に
す
る
。
次
節
で
述
べ
る
類
型
論

的
視
座
が
こ
こ
で
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
次
元
に
お
い
て
も
、
一
神
論
と
多
神
論
は
単
純
な
両
極
的
対
立
を
示
す
も
の
で

は
な
く
、
た
だ
ち
に
そ
の
ど
ち
ら
か
の
是
非
を
論
じ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

　
昨
年
一
月
の
「
朝
日
新
聞
」
の
新
春
対
談
で
中
村
元
と
梅
原
猛
の
両
氏
が
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
梅
原
氏
の
論
点
は
『
中
央
公

論
』
二
月
号
の
二
神
教
か
ら
多
神
教
へ
L
と
い
う
論
文
で
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
点
は
、
ま
ず
一
神
論
は
他
の
神
を
信
ず
る

社
会
に
対
し
て
攻
撃
的
で
、
他
の
神
々
を
征
服
し
よ
う
と
す
る
、
つ
ま
り
戦
争
に
適
し
た
宗
教
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
一
神
論
文
化
は
自

然
に
対
し
て
も
征
服
的
な
姿
勢
を
と
り
、
日
本
古
来
の
「
森
の
文
明
」
を
も
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
必
要
な
の
は
「
和
」
の
宗
教
で



あ
っ
て
、
一
神
論
を
棄
て
て
、
多
神
論
の
す
べ
て
を
包
む
や
さ
し
さ
の
宗
教
へ
と
帰
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
村
氏
は
「
真
の
絶

対
は
対
立
を
越
え
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
っ
て
こ
の
提
案
を
支
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
多
神
論
の
神
へ
と
脱
出
し
て
よ
い
の
か

ど
う
か
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
梅
原
氏
の
一
神
論
－
多
神
論
の
対
立
図
式
に
対
し
て
は
、
二
月
に
入
っ
て
か
ら
加
藤
周
一
氏
が
同
じ

「
朝
日
新
聞
」
夕
刊
の
「
タ
陽
妄
語
」
で
適
切
に
批
判
し
て
い
る
。
同
氏
は
多
神
論
民
族
も
結
構
好
戦
的
、
攻
撃
的
で
あ
っ
た
実
例
を
上

げ
、
多
神
論
が
こ
の
神
も
あ
の
神
も
よ
ろ
し
い
と
い
う
の
は
自
分
の
体
系
内
部
で
の
こ
と
で
あ
り
、
他
の
民
族
の
異
な
る
体
系
に
対
し
て

も
寛
大
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
上
下
の
階
層
構
造
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
最
高
神
を
異
に
す
る
他
の
体
系
に
対
し
て
は
攻
撃
的
で
あ
る
と
い

う
。
つ
ま
り
二
神
論
か
ら
多
神
論
へ
L
が
よ
い
と
い
う
の
は
、
臼
本
国
内
の
意
識
で
は
成
り
立
つ
よ
う
だ
が
、
世
界
的
視
圏
に
立
つ
と
、

そ
の
よ
う
な
簡
単
な
図
式
で
は
割
り
切
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
一
神
論
と
書
っ
て
も
、
ス
テ
レ
オ
タ
ィ
プ
に
唯
一
の
神
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
宗
教
は
存
在
し
な
い
。
一
神
論
（
竃
8
g
ざ
－

｛
ω
冒
）
と
い
う
言
葉
は
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
つ
く
ら
れ
た
名
詞
で
あ
る
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
そ
の
用
例
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
言
葉

は
、
十
七
世
紀
後
半
に
な
っ
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
曲
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
ヘ
ン
リ
i
。
モ
ー
ア
が
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
を
区
別
す
る
た
め
に
造

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
多
神
論
（
署
写
庄
⑦
庁
冒
）
と
い
う
言
葉
は
、
§
ぎ
津
迂
一
暮
ぎ
票
員
§
㌧
亀
帆
§
な
ど
の
形

で
そ
の
用
例
が
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
宗
教
史
学
的
に
見
れ
ば
、
多
神
論
は
経
験
的
対
象
と
し
て
存
在
す
る
が
、
一
神

論
は
む
し
ろ
多
神
論
を
否
定
す
る
概
念
と
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
宗
教
の
要
請
ま
た
は
課
題
と
し
て
存
在
す
る
と
い
え
る
。
後
に
立
入
っ
て

論
じ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
旧
約
聖
書
全
体
を
通
し
て
見
て
も
、
「
神
は
唯
一
で
あ
る
」
と
い
う
肯
定
命
題
は
極
度
に
少

数
で
あ
り
、
「
他
の
神
を
拝
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
否
定
命
題
的
表
現
が
多
数
回
、
く
り
か
え
し
て
現
わ
れ
、
多
神
論
に
つ
い
て
の

記
述
の
方
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
。

　
一
神
論
と
多
神
論
が
、
二
元
論
的
な
両
極
対
立
の
軸
と
な
る
よ
う
な
実
体
的
概
念
で
な
い
こ
と
を
、
P
ニ
ア
ィ
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
な

一
神
論
と
多
神
論
の
類
型
論
で
示
し
た
。
ま
ず
多
神
論
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
神
論
で
あ
る
以
上
、
な
ん
ら
か
の
絶
対
的
超
越
性
の
要
求
、

彼
の
用
語
で
い
え
ば
「
究
極
的
関
心
」
（
己
鼠
竃
黒
Φ
8
塞
⑳
竃
）
あ
る
い
は
「
究
極
性
」
の
要
求
」
（
ρ
罵
津
｛
冒
巳
注
冒
碧
＜
）
を
持
た
ざ
る
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を
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。
第
一
の
「
普
遍
主
義
的
多
神
論
」
（
婁
才
蟹
邑
家
庁
召
ζ
庄
Φ
ポ
暮
）
は
、
神
的
な
カ
（
マ

ナ
）
を
具
現
す
る
も
の
を
信
ず
る
最
も
幅
の
広
い
多
神
論
で
あ
る
が
、
そ
。
の
普
遍
性
の
背
後
に
あ
る
マ
ナ
の
「
実
体
的
統
一
性
」
が
多

神
論
を
裏
切
っ
て
、
一
神
論
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
。
第
二
の
「
神
話
的
多
神
論
」
（
冒
胃
ぎ
－
◎
σ
q
庁
巴
巴
で
は
、
人
格
神
の
多
数
性

が
多
神
論
を
最
も
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
生
じ
る
神
々
の
闘
争
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
々
の
持
つ
無
制
約
性
、
究
極

性
の
要
求
に
起
因
し
て
お
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
最
高
主
宰
神
（
デ
ィ
オ
ス
、
天
御
中
主
命
な
ど
）
の
設
定
に
至
る
と
い
う
形
で
一
神
論
へ

の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
。
第
三
の
〕
一
元
論
的
多
神
論
」
（
ま
巴
一
ω
ま
勺
・
）
は
、
神
話
的
多
神
論
の
多
神
性
が
整
理
さ
れ
た
究
極
点
に
現

わ
れ
る
最
後
の
多
神
論
で
あ
る
が
、
宗
教
史
の
実
例
が
示
す
よ
う
に
、
二
神
の
う
ち
の
一
方
を
善
（
ま
た
は
光
）
と
し
、
他
方
を
悪
（
ま

た
は
闇
）
と
す
る
と
こ
ろ
に
独
一
神
に
至
る
一
歩
手
前
で
の
一
神
論
へ
の
傾
斜
を
急
角
度
で
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
神
概
念
が
絶
対
的
な
超
越
性
の
要
求
か
ら
出
発
す
る
か
ぎ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
多
神
論
は
そ
の
多
神
性
の
中
に
安
住
し

え
な
い
と
い
う
矛
盾
を
合
ん
で
お
り
、
人
格
的
一
神
論
へ
と
収
敏
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
成
立
す
る
一
神
論
も
ス

テ
レ
オ
タ
ィ
プ
の
実
体
的
概
念
で
は
あ
り
え
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
さ
ら
に
一
神
論
の
類
型
に
よ
っ
て
一
神
論
－
多
神
論
の
ダ
ィ
ナ
ミ

ッ
ク
ス
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
第
一
の
「
独
裁
的
一
神
論
」
（
冒
O
墨
S
圧
O
冒
◎
竃
庄
旺
ω
昌
）
は
、
多
神
論
の
神
々
の
闘
争
を
克
服

し
、
独
一
神
の
絶
対
的
超
越
性
を
確
立
し
た
典
型
的
一
神
論
で
あ
る
が
、
こ
の
一
方
的
独
裁
は
周
辺
か
ら
の
反
逆
を
呼
び
起
し
、
天
使
礼
拝
、

マ
リ
ア
信
仰
な
ど
の
形
で
多
神
論
へ
の
逆
行
が
現
わ
れ
る
。
第
二
の
「
神
秘
主
義
的
一
神
論
」
（
冒
岩
ま
巴
8
・
）
の
神
は
、
「
見
え
な
い
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ユ
ミ
．
ス
ム
　
ア
ソ
ト
ロ
i
ポ
モ
ル
フ
イ
ズ
ム

「
語
り
え
な
い
」
な
ど
の
否
定
辞
に
よ
っ
て
そ
の
絶
対
的
超
越
性
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
呪
物
崇
拝
や
人
　
型
　
論
を
越
え
る
徹
底
し

た
一
神
論
の
神
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
信
じ
る
者
の
神
秘
的
体
験
の
直
接
性
の
空
隙
に
新
た
な
多
神
性
へ
の
門
戸
が
開
か
れ
る
。
第
三
の

「
排
他
的
一
神
論
」
　
（
蟹
o
匡
臥
葛
葬
）
は
、
唯
一
の
神
（
ヤ
ハ
ウ
エ
ー
、
ア
ラ
ー
な
ど
）
以
外
の
一
切
の
神
を
排
除
す
る
最
も
究
極
的

な
一
神
論
で
は
あ
る
が
、
そ
の
排
他
性
の
み
を
一
方
的
に
強
調
す
る
と
、
神
概
念
は
具
体
性
を
喪
失
し
、
す
で
に
有
神
論
－
無
神
論
の
次

元
で
見
た
よ
う
に
、
一
挙
に
無
神
論
へ
逆
転
す
る
。
へ
i
ゲ
ル
や
ブ
ロ
ッ
ホ
の
有
神
論
批
判
の
事
態
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
無
神
論

の
間
隙
か
ら
、
か
え
っ
て
体
験
的
多
神
論
へ
の
遣
が
開
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
一
神
論
は
、
そ
れ
を
一
方
的
に
つ
き
つ
め
よ
う
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
と
内
的
自
己
矛
盾
が
現
わ
れ
て
、
多
神
論
へ
の
退
行
現
象
が
現
わ
れ
る
。
一
神
論
も
ス
テ
レ
オ
タ
ィ
プ
の
実
体
的
概
念
で
は
あ
り
え

な
い
の
で
あ
る
。

　
一
神
論
－
多
神
論
は
、
相
互
補
完
的
な
弁
証
法
的
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ペ
ア
概
念
で
あ
っ
て
、
単
純
な
両
極
対
立
の

軸
と
な
る
実
体
的
概
念
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
比
較
文
化
論
的
類
型
と
は
な
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
有
神
論
－
無
神
論
と
い
う

第
一
次
元
の
弁
証
法
的
ペ
ア
概
念
と
交
叉
す
る
第
二
次
元
の
ペ
ア
概
念
と
し
て
宗
教
の
批
判
的
現
象
学
の
二
つ
の
断
面
を
構
成
す
る
も
の

と
考
え
た
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
構
成
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
次
元
の
断
面
を
考
慮
し
な
が
ら
、
一
つ
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

概
念
の
類
型
論
が
形
成
で
き
る
と
思
う
。

三
、
神
概
念
の
五
類
型

　
神
概
念
の
類
型
論
的
整
理
と
批
判
的
構
成
の
た
め
に
、
規
範
的
、
批
判
的
現
象
学
の
方
法
を
と
っ
て
出
発
す
る
と
い
う
の
が
本
論
文
の

課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
問
題
の
中
心
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
図
の
よ
う
な
五
類
型
論
を
全
体
の
見
通
し
の
た
め
の
見
取
図
と

し
て
提
起
し
た
い
。

　
A
型
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
尊
崇
の
対
象
の
す
べ
て
で
あ
り
、
超
越
的
な
力
を
持
つ
も
の
す
べ
て
が
こ
れ
に
合
ま
れ
る
。
先
に
上
げ
た

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
多
神
論
の
類
型
で
い
え
ば
、
第
一
の
「
普
遍
主
義
的
多
神
論
」
の
神
が
こ
れ
に
当
る
。
神
的
な
力
（
マ
ナ
）
を
具
現
す
る

も
の
の
す
べ
て
で
あ
る
。
物
体
と
し
て
の
形
を
も
つ
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
嵐
、
雷
雨
、
稲
妻
、
天
災
、
雨
、
風
な
ど
も
神
と
な
る
。
も

っ
と
も
広
範
な
呪
力
観
的
（
ξ
墨
邑
邑
o
）
な
神
観
念
で
あ
る
。
こ
の
A
型
に
は
、
形
態
は
な
い
が
何
か
恐
ろ
し
い
も
の
が
あ
る
と
い
っ

た
神
観
念
が
含
ま
れ
る
。

　
B
型
は
、
A
型
の
う
ち
で
形
態
の
な
い
も
の
と
形
態
の
あ
る
も
の
と
を
分
け
た
場
合
の
後
者
で
あ
り
、
、
前
者
は
A
マ
イ
ナ
ス
B
型
と

な
る
。
つ
ま
り
B
型
は
形
態
を
も
つ
た
神
的
存
在
の
す
べ
て
を
合
む
。
自
然
物
の
形
態
を
も
っ
た
も
の
の
す
べ
て
で
あ
る
か
ら
、
旧
約
聖

書
に
も
現
わ
れ
る
石
柱
や
原
始
民
族
の
ト
ー
テ
ム
ま
た
球
体
か
ら
太
陽
、
月
な
ど
も
神
と
な
る
。
呪
物
観
的
な
、
§
一
邑
ω
員
尉
ま
圧
ω
冒

9　神概念の類型論的構成
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　　　　　　BI型…呪物神，人格神に反発して，自然哲学のようにヨ存在，　　　　　　　＼

　　　　　　　　　　知性・数，などの摘象概念を神とする。

C型…B型の申で，人椿として現われてくるものすべて。

　　　（C－D）型…人型論的（anthropo㎜orphic〕な人格をもつ多神論の神々。

　　　　　　　　　　the三StiC，人格神。

　　　　　　C’型…一神論の狭さと拙象性に反発して，榔秘主義の神概念から，マ1）ア崇拝，

　　　　　　　　　　聖人崇拝など多神論的崇拝対象がうまれる。

D型・一・最高主宰神としての独一神。monotheistic，独一神。

　　　（D－E）型…ただひたすら超越する神。henotheistic，唯一神。

　　　　　　D’型…成仏したが，衆生済度のために来迎する仏。死復活を哲学的

　　　　　　　　　　槻念としてもつ神。

E型…趨越者であ1）ながら・人間と世界に到来する神。死復活によって，

　　　自已を啓示する父，子，聖霊の神。trinitarian，三一神。

）
　
E

　
D／

一
＼

　
D

＼

の
神
で
あ
る
。
物
体
だ
け
で
は
な
く
生
物
も
合
ま
れ
て
お
り
、
植
物

（
苫
ま
℃
）
を
崇
拝
す
る
植
物
型
論
（
昏
首
○
昌
睾
唇
｛
ω
冒
）
や
動
物

（
軸
苦
）
を
崇
拝
す
る
動
物
型
論
（
庄
簑
◎
冒
◎
唱
圧
ω
冒
）
の
神
々
も
合

む
。
さ
ら
に
両
者
の
混
合
型
ま
た
は
、
次
の
人
型
論
と
の
混
合
型
も

こ
こ
に
含
め
て
考
え
た
い
。

　
C
型
は
、
B
型
の
中
で
人
格
を
持
た
な
い
も
の
と
人
格
を
も
つ
も

の
と
を
分
け
た
場
合
の
後
者
で
あ
り
、
前
者
は
B
マ
イ
ナ
ス
C
型
と

な
る
。
つ
ま
り
C
型
は
あ
ら
ゆ
る
形
の
人
格
神
を
す
べ
て
合
む
こ
と

に
な
る
。
人
格
神
論
を
表
す
の
に
は
、
有
神
論
と
同
じ
庄
乱
ω
暮
が

用
い
ら
れ
る
が
、
神
話
的
多
神
論
の
人
格
神
の
よ
う
に
、
人
問
の
愛
、

ね
た
み
、
に
く
し
み
な
ど
を
持
っ
神
々
に
は
、
人
間
（
皆
苦
§
暮
向
）
が

原
型
（
苫
毫
へ
）
と
な
っ
た
神
と
し
て
、
人
型
論
（
竃
庄
8
署
冒
寓
昏
－

涼
畠
）
が
用
い
ら
れ
る
。
日
本
神
話
や
ギ
リ
シ
ァ
神
話
を
は
じ
め
と

す
る
神
話
に
見
ら
れ
る
多
神
論
で
あ
る
。
し
か
し
B
型
に
お
い
て
も

C
型
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
神
と
い
わ
れ
る
以
上
、
た
ん
な
る
物
体
、
一

生
物
、
人
間
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ん
ら
か
の
超
越
性

を
も
っ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
多
神
論
の
類

型
論
的
分
析
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
多
神
論
は
自
足
的
に
安
定

し
た
神
概
念
で
は
な
く
、
物
体
や
生
物
の
領
域
を
越
え
て
現
わ
れ
た

人
格
神
的
多
神
論
の
中
に
、
神
々
の
序
列
が
現
わ
る
。
ヘ
シ
オ
ド
ス

m



の
『
神
統
記
』
は
そ
の
最
も
典
型
的
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
神
々
の
序
列
の
最
後
に
善
悪
二
柱
の
主
神
の
対
立
を
へ
て
最
高
主

宰
神
が
現
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
デ
ィ
オ
ス
（
デ
ウ
ス
）
、
日
本
神
話
の
天
御
中
主
命
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
イ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
な
ど
で

あ
る
。
そ
こ
で
多
神
論
的
人
格
神
で
あ
る
C
型
を
越
え
た
神
観
念
が
必
要
と
な
る
。

　
D
型
は
、
C
型
の
人
格
神
論
の
中
で
多
神
論
と
一
神
論
を
分
け
た
場
合
の
後
者
で
あ
り
、
前
者
の
多
神
論
的
人
格
神
は
D
マ
イ
ナ
ス
C

型
と
な
る
。
こ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
の
神
で
あ
る
。
一
神
論
（
冒
竃
◎
ま
③
尉
冒
）
ま
た
は
強
調
形
と
し

て
独
一
神
論
ま
た
は
唯
一
神
論
（
ぼ
g
序
阻
ω
冒
）
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
論
に
お
い
て
立
入
っ
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
D
型
の
独
一
神
が
絶
対
的
超
越
神
と
し
て
、
世
界
と
人
間
を
た
だ
一
方
的
に
超
越
す
る
だ
け
で
は
、
た
ん
に
徹
底
し
た

抽
象
的
超
越
者
に
な
り
、
世
界
と
人
間
か
ら
断
絶
す
る
だ
け
の
無
関
係
な
抽
象
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
す
で
に
取
り
上
げ
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の
一
神
論
の
三
類
型
に
よ
る
批
判
的
検
討
も
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
啓
蒙
哲
学
の
有

神
論
批
判
の
言
葉
、
「
理
性
自
身
が
閉
め
出
さ
れ
て
し
ま
う
理
性
自
身
よ
り
高
い
も
の
」
、
ま
た
は
、
E
。
ブ
ロ
ッ
ホ
の
有
神
論
批
判
の

言
葉
、
「
そ
こ
に
人
間
の
立
ち
現
わ
れ
る
余
地
の
な
い
高
み
」
な
ど
が
示
し
て
い
る
超
越
者
概
念
の
自
己
矛
盾
に
他
な
ら
な
い
。
D
型
の

一
神
論
が
こ
の
よ
う
な
形
で
一
方
的
に
徹
底
さ
れ
る
と
、
極
端
な
無
神
論
に
反
転
す
る
か
、
極
度
に
非
人
問
的
な
絶
対
主
義
に
陥
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
は
絶
対
的
超
越
性
神
の
絶
対
主
義
だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
は
、
そ
う
信
じ
て
い
る
人
間
の
信
念
そ
の
も
の
の

絶
対
化
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
村
元
氏
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
一
つ
の
神
を
立
て
…
…
他
の
神
を
否
定
す
る
…
…
の
は
本
当
の

意
味
で
の
絶
対
者
で
は
な
い
」
、
「
絶
対
者
だ
っ
た
ら
対
立
を
越
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
。
つ
ま
り
D
型
の
一
神
論
の
絶
対
的

超
越
神
で
は
、
断
絶
し
、
差
別
す
る
だ
け
の
抽
象
的
、
非
人
間
的
な
超
越
が
現
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
D
型
の
一
神
論
の
抽

象
的
趨
越
性
を
克
服
し
て
、
真
に
具
体
的
、
現
実
的
な
超
越
性
を
示
し
う
る
の
は
、
超
越
者
の
側
か
ら
人
問
の
世
界
に
来
迎
ま
た
は
到
来

し
、
救
済
者
と
し
て
自
己
を
啓
示
す
る
神
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
超
越
者
の
姿
は
、
超
越
者
が
超
越
者
で
あ
り
な
が
ら
有
限
世
界

の
中
に
自
ら
下
降
し
、
真
の
超
越
性
を
啓
示
す
る
受
肉
し
て
人
間
と
な
っ
た
神
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
神
を
最
後
に
E
型
と
し
て
設
定
し
た
い
。
そ
の
場
合
、
あ
の
抽
象
的
超
越
者
の
神
は
E
マ
イ
ナ
ス
D
型
の
神
と
な
る
。
こ
の
E
型

13神概念の類型論的構成



の
神
と
し
て
は
、
ご
こ
で
は
精
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
一
神
論
の
神
ま
た
は
仏
教
の
仏
身
論
に
お
け
る
三
身
論

ま
た
は
四
身
論
の
仏
陀
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
差
当
っ
て
以
上
の
五
類
型
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
宗
教
史
上
の
実
例
を
考
え
る
と
、
こ
の
五
段
階
進
行
の
各
段
に
、
そ
の
進
行

に
対
す
る
逆
行
現
象
が
現
わ
れ
る
。
A
型
か
ら
B
型
へ
の
進
行
に
対
し
て
、
B
型
の
呪
物
神
、
生
物
神
、
人
格
神
な
ど
が
、
被
造
物
の
形

よ
り
す
ぎ
て
、
神
と
し
て
の
絶
対
的
超
越
性
を
裏
切
っ
て
相
対
性
と
内
在
性
に
と
ど
ま
る
の
に
反
発
し
て
、
ギ
リ
ヅ
ァ
の
象
に
た
自
然
哲

学
の
神
や
仏
教
の
あ
る
派
の
仏
の
よ
う
に
、
存
在
、
知
性
、
無
、
数
な
ど
の
抽
象
概
念
を
神
と
し
て
設
定
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
を
R

型
の
神
と
し
た
い
。

　
さ
ら
に
B
型
か
ら
C
型
へ
の
進
行
に
お
い
て
も
、
す
で
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
一
神
論
の
三
類
型
と
の
関
連
で
論
じ
た
よ
う
な
一
神
論
の
狭

隆
さ
と
抽
象
性
に
反
発
し
て
、
神
秘
主
義
的
体
験
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
体
験
主
義
的
空
隙
に
マ
リ
ア
信
仰
、
聖
人
崇
拝
、
天
使
礼
拝
な

ど
の
多
神
論
へ
の
逆
行
現
象
が
現
わ
れ
る
。
ご
の
よ
う
な
神
概
念
を
α
型
と
し
た
い
。

　
ま
た
C
型
か
ら
D
型
へ
の
進
行
の
中
で
、
人
格
神
的
多
神
論
の
人
型
論
的
相
対
性
と
の
内
在
性
を
否
定
し
て
、
一
神
論
的
・
絶
対
的
超
越

神
を
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
神
論
的
有
神
論
の
自
己
矛
盾
が
神
概
念
の
閉
鎖
的
抽
象
性
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
無
神
論
や
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
に
反
転
し
た
。
こ
れ
を
越
え
る
た
め
に
、
相
対
的
対
立
を
越
え
て
包
む
真
の
超
越
者
、
さ
ら
に
は
、
超
越
者
の
側
か
ら
人
間
と
被
造
物

の
世
界
に
来
迎
ま
た
は
到
来
し
、
受
肉
、
死
、
復
活
に
よ
っ
て
自
己
を
具
体
的
、
現
実
的
超
越
者
と
し
て
啓
示
す
る
神
が
存
在
し
な
げ
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
啓
示
の
神
の
歴
吏
的
現
実
性
が
、
B
型
や
C
型
の
形
象
を
持
っ
た
神
へ
の
逆
行
で
あ
る
と
し
て
、
こ

の
来
迎
ま
た
は
到
来
、
さ
ら
に
は
神
の
死
復
活
を
哲
学
的
観
念
ま
た
は
実
存
的
体
験
と
し
て
の
み
認
め
よ
う
と
す
る
反
動
が
生
じ
た
。
こ

の
よ
う
な
擬
似
三
一
論
の
神
を
α
型
と
し
て
設
定
し
た
い
。

　
こ
の
よ
う
な
逆
行
現
象
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
か
つ
て
論
じ
ら
れ
た
神
概
念
の
展
開
論
に
お
け
る
二
つ
の
対
立
す
る
立
場
が
思
い
出
さ

（
1
1
）

れ
る
。
N
・
ゼ
ー
ダ
i
ブ
ロ
ム
を
代
表
と
す
る
人
た
ち
は
、
神
概
念
の
歴
吏
的
展
開
を
、
原
始
宗
教
的
神
観
念
の
多
神
論
か
ら
高
度
に
発

展
し
た
一
神
教
へ
の
推
移
と
し
て
と
ら
え
た
。
そ
し
て
こ
の
高
度
の
一
神
教
に
つ
い
て
、
超
越
神
を
承
認
す
る
立
場
と
否
認
す
る
理
性
の

12



立
場
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
概
念
の
発
展
論
（
向
く
◎
圧
ま
竃
庄
8
ユ
Φ
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
W
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
を
代
表
と
す
る
人
た
ち
は
、
太
古
の
人
間
に
存
在
し
た
と
い
う
原
始
一
神
論
（
o
吋
昌
竃
◎
序
Φ
尉
冒
易
）
の
唯
一
神
信
仰
（
黒
弓

σ
・
◎
蒜
一
竃
思
）
ま
た
は
最
高
神
信
仰
（
曽
◎
o
釘
◎
叶
怪
警
瓢
）
か
ら
出
発
し
て
、
文
明
の
進
展
と
と
も
に
、
こ
の
素
朴
で
純
粋
な
神
観
念
が

く
ず
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
の
多
神
論
へ
進
ん
で
行
っ
た
と
い
う
。
こ
の
立
場
は
、
神
概
念
の
退
化
論
（
o
娼
蟹
養
ま
塞
亭
8
ユ
Φ
）

ま
た
は
頽
落
論
（
o
県
邑
①
竃
庄
8
｛
①
）
と
呼
ば
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
神
概
念
の
展
開
に
つ
い
て
の
二
つ
の
立
場
を
、
本
論
文
の
神
概
念
の
五
類
型
論
で
検
討
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
う
。

ま
ず
、
神
概
念
が
絶
対
的
超
越
性
の
要
求
、
究
極
性
の
要
求
を
持
つ
か
ぎ
り
、
こ
の
五
類
型
は
、
A
↓
B
↓
C
↓
D
↓
E
と
い
う
左
か
ら

右
へ
の
傾
斜
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
類
型
論
は
、
発
展
論
の
側
に
立
っ
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
ζ
の
五
類
型
論
は
、

規
範
的
、
批
判
的
現
象
学
の
方
法
に
立
っ
て
お
り
、
一
神
論
－
多
神
論
の
現
象
学
的
横
軸
だ
け
で
は
な
く
、
有
神
論
－
無
神
論
の
批
判
的

縦
軸
を
も
同
時
に
考
慮
に
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
反
動
現
象
を
も
w
、
α
、
α
と
し
て
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
で
、
た
ん
な

る
発
展
論
で
は
な
く
、
退
化
論
の
モ
テ
ィ
i
フ
を
も
合
ん
で
い
る
。
し
か
し
W
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
退
化
論
が
設
定
し
た
原
始
一
神
論
と
い

う
の
は
、
J
．
J
。
ル
ソ
ー
の
「
自
然
に
帰
れ
」
の
原
始
的
自
然
と
同
様
の
観
念
的
抽
象
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
本

論
文
は
宗
教
現
象
学
の
立
場
に
と
ど
ま
り
た
い
と
考
え
る
。

四
、
展
望

　
宗
教
の
規
範
的
、
批
判
的
現
象
学
が
本
論
文
の
基
本
的
方
法
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
神
概
念
を
検
討
す
る
と
、
一
神
論

－
多
神
論
の
次
元
と
有
神
論
－
無
神
論
の
次
元
が
交
叉
す
る
断
面
に
お
い
て
神
概
念
の
五
類
型
が
成
立
す
る
の
を
見
て
き
た
。
神
が
神
で

あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
段
階
に
あ
っ
て
も
た
ん
な
る
事
物
、
植
物
、
動
物
、
人
間
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
点
で
絶
対
的
超
越
性
を
担
っ

て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
神
概
念
は
A
型
か
ら
B
型
へ
、
さ
ら
に
C
型
を
へ
て
D
型
へ
と
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
D
型
の
一
神
論
に
お

い
て
神
の
絶
対
的
超
越
性
は
、
そ
の
極
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
絶
対
的
超
越
性
は
自
己
矛
盾
を
内
包
し
て
お
り
、
「
そ
こ
に
人

13神概念の類型論的構成



間
の
立
ち
現
わ
れ
る
余
地
の
な
い
高
み
」
と
し
て
、
人
間
と
世
界
を
突
破
し
て
、
人
問
と
世
界
と
は
断
絶
す
る
、
人
間
と
世
界
と
無
関
係

な
、
抽
象
的
、
反
人
問
的
な
絶
対
的
超
越
性
と
な
る
。
一
神
論
は
、
こ
の
方
向
に
徹
底
さ
れ
る
と
、
梅
原
氏
が
批
判
し
た
よ
う
な
律
法
主

義
的
自
已
絶
対
化
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
つ
い
に
絶
対
的
超
越
性
の
意
味
は
喪
失
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
神
概
念
が
現
実
的
、
具
体
的
な
意
味
を
も
っ
た
絶
対
的
超
越
性
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
問
と
世
界
を
超
越
し
た
「
高
み
」
の
神
自

身
が
人
間
と
世
界
の
た
だ
中
に
「
現
わ
れ
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
問
の
肉
体
を
と
っ
て
受
肉
し
、
世
界
の
歴
吏
の
中
に
現
わ

れ
る
神
は
、
父
な
る
神
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
子
な
る
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
到
来
」
す
る
神
は
、
人
間
と
世
界
を

超
絶
し
て
関
係
喪
失
に
陥
る
神
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
と
世
界
に
か
か
わ
り
を
持
つ
神
で
あ
る
。
そ
こ
に
聖
霊
な
る
神
が
登
場
し

て
、
E
型
の
三
一
神
論
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
三
一
神
論
の
神
は
、
和
解
を
与
え
る
救
済
神
で
あ
っ
て
、
「
人
間
の
神
喪
失
（
o
◎
己
◎
臥
σ
Q
訂
6
は
あ
り
う
る
が
、
和
解
の
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
2
）

に
よ
っ
て
神
の
人
間
喪
失
（
罵
9
8
冨
巳
O
乱
σ
q
π
ε
は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
神
、
人
と
共
に
い
ま
す
」
（
H
冒
冒
竃
竃
｝
）
神
、

「
同
伴
者
イ
エ
ス
」
に
お
け
る
神
に
よ
っ
て
、
E
型
の
神
、
つ
ま
り
三
一
論
的
一
神
論
の
神
に
お
い
て
、
真
に
現
実
的
、
具
体
的
な
絶
対
的

超
越
性
が
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
な
三
一
論
的
一
神
論
の
神
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
絶
対
主
義
が
相
対
化
さ
れ
る
。
■

今
臼
の
相
対
主
義
が
は
か
な
い
期
待
を
か
け
る
よ
う
に
、
絶
対
者
を
否
定
し
、
抹
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
な
相
対
性
と
多
元
性
が
実

現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
大
き
な
リ
ビ
ア
ー
タ
ン
が
殺
さ
れ
た
あ
と
に
、
小
さ
な
複
数
の
絶
対
者
と
し
て
の
リ
ビ
ア
i

タ
ン
ヘ
ン
が
登
場
す
る
。
そ
れ
が
神
概
念
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
へ
と
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
真
に
自
由
な
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を

も
つ
相
対
性
と
多
元
性
を
人
間
の
レ
ベ
ル
で
実
現
す
る
た
め
に
は
、
神
概
念
の
レ
ベ
ル
で
真
の
絶
対
的
超
越
者
の
、
真
に
具
体
的
、
現
実

的
な
絶
対
的
超
越
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
視
点
と
方
法
に
立
っ
て
、
宗
教
史
上
の
典
型
的
多
神
論
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
日
本
神
話
の
神
々
を
検
討
し
、
さ
ら

に
典
型
的
一
神
論
と
し
て
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
（
旧
約
聖
書
）
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
神
概
念
を
分
析
し
、
さ
ら
に
三
一
神
論
と
し
て
、
．
キ
リ
入
ト

教
の
三
一
論
と
仏
教
の
三
身
論
を
対
比
し
っ
っ
真
の
絶
対
的
超
越
者
の
概
念
を
明
確
に
し
た
い
と
い
う
の
が
本
研
究
の
計
画
で
あ
る
。
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注

（
！
）
　
こ
の
主
題
に
つ
い
て
筆
者
が
発
表
し
た
論
文
、
研
究
報
告
は
次
の
通
り

　
　
で
あ
る
。

　
　
「
現
代
に
お
け
る
神
の
間
題
」
　
日
本
哲
学
会
『
哲
学
』
畠
一
竃
お
・
（
大

　
　
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

　
　
「
な
に
ゆ
え
に
く
自
然
神
学
V
の
新
し
い
可
能
性
な
の
か
」
日
本
基
督
教

　
　
学
会
『
目
本
の
神
学
』
崔
岩
o
．
9
（
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

　
　
「
神
認
識
の
隈
界
に
つ
い
て
」
轡
目
本
宗
教
学
会
同
宗
教
研
究
』
N
貞

　
　
畠
O
．
9
（
研
究
発
表
）

　
　
「
現
代
に
お
け
る
問
い
と
し
て
の
神
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
総
合
特
集
2
0
．

　
　
8
一
有
斐
閣
、
竈
o
。
｝
・

　
　
「
神
概
念
の
転
換
l
E
・
ユ
ン
ゲ
ル
の
バ
ル
ト
解
釈
を
手
が
か
り
と
し

　
　
て
ー
」
『
基
督
教
学
研
究
』
6
号
、
畠
・
。
ω
。

　
　
「
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
に
お
け
る
く
生
成
に
お
け
る
神
V
」
日
本
宗

　
　
教
学
会
『
宗
教
研
究
』
旨
9
畠
o
。
卜
（
研
究
発
表
）

　
　
「
神
論
に
お
け
る
無
神
論
」
　
筑
波
大
学
『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
3
号
、

　
　
岩
o
o
α
．

　
　
「
神
の
死
」
日
本
宗
教
学
会
『
宗
教
研
究
』
塞
介
お
o
。
ρ
（
研
究
発
表
）

　
　
「
生
け
る
神
－
神
論
」
『
教
義
学
と
は
何
か
』
　
雨
宮
、
村
上
編
、
第
二

　
　
章
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
旨
o
。
ド

　
　
「
神
論
に
お
け
る
相
対
主
義
と
絶
対
主
義
」
日
本
宗
教
学
会
『
宗
教
研

　
　
究
』
ミ
ド
H
鵠
c
o
．

　
　
「
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
た
生
と
死
」
、
東
洋
哲
学
研
究
所
『
東
洋
哲
学
研

（
2
㌧

（
3
㌧

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

究
』
二
七
巻
、
三
号
、
畠
o
。
⑩
・

「
神
の
死
と
復
活
」
日
本
宗
教
学
会
『
宗
教
研
究
』
ミ
9
－
鵠
⑩
・
（
研
究

発
表
）「

西
田
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
　
『
西
田
哲
学
へ
の
問
い
』
上
田
閑
照
編
、

岩
波
書
店
、
竃
8
。

「
神
概
念
の
三
一
論
的
構
造
」
日
本
宗
教
学
会
、
四
九
回
学
術
大
会
（
研

究
発
表
）
H
竈
9
㊤
・

　
こ
の
四
象
限
の
区
分
法
は
、
岸
本
英
夫
『
宗
教
学
』
大
明
堂
、
お
芦

5
ぺ
－
ジ
以
下
。
ま
た
は
、
文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
編
『
宗
教
の
定
義
を

め
ぐ
る
諸
間
題
』
お
芦
な
ど
を
参
照
。

　
○
巾
－
オ
卿
o
げ
…
ω
o
g
o
｝
o
σ
q
＜
o
沽
殉
色
｛
σ
q
ざ
P
O
ぼ
川
o
φ
σ
q
o
H
⑩
紅
P
勺
L
1
｛
．

　
○
巾
勺
．
↓
肖
㍍
o
江
一
ω
｝
o
o
8
冒
與
弐
o
　
↓
ぼ
⑯
◎
H
o
α
q
さ
　
　
ω
ら
．
　
H
u
O
ゲ
川
o
ゆ
σ
q
o
u

｝
⑩
㎝
H
u
勺
．
　
］
■
O
①
－
C
O
．

　
以
下
の
無
神
論
の
間
題
の
概
略
は
、
（
1
）
に
あ
げ
た
拙
論
「
神
論
に
お

け
る
無
神
論
」
に
お
い
て
、
や
や
立
入
っ
て
論
じ
た
。

　
拙
論
「
神
論
に
お
け
る
無
神
論
」
4
ぺ
ー
ジ
。
と
く
に
1
2
ぺ
ー
ジ
の
注

（
8
）
参
照
。

　
同
論
文
、
7
ぺ
－
－
ジ
以
下
。

　
声
罵
◎
屋
一
＞
箏
Φ
お
犀
墨
弐
婁
◎
｛
穿
①
σ
q
H
竃
｛
鼻
岩
箒
q
O
｛
σ
q
＆
－

㍍
罵
箪
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こ
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
多
神
論
と
一
神
論
の
類
型
論
は
、
す
で
に
（
1
）
に
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あ
げ
た
論
文
や
研
究
発
表
で
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を

た
ど
る
に
と
ど
め
た
。
本
論
文
に
つ
づ
く
本
論
に
お
い
て
は
、
宗
教
吏
上

の
実
例
と
重
ね
て
立
入
っ
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
以
下
の
神
概
念
の
五
類
型
に
つ
い
て
は
、
先
の
（
1
）
に
あ
げ
た
論
文

「
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
た
生
と
死
」
と
研
究
発
表
「
神
の
死
と
復
活
」
「
神

概
念
の
三
一
論
的
構
造
」
に
お
い
て
も
論
じ
た
。
そ
の
構
成
に
な
お
不
満

が
の
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
の
論
述
に
対
す
る
一
つ
の
見
取
図

と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
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