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山
崎
弁
栄
の
宗
教
体
験
と
「
光
明
主
義
」
運
動

　
－
宗
教
学
か
ら
の
一
考
察
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筑
波
大
学
大
学
院
鵜
澤

潔

　
山
崎
弁
栄
は
、
一
八
五
九
年
一
安
政
六
一
か
ら
一
九
二
〇
年
一
大
正
九
一
ま
で

を
生
き
た
浄
土
宗
僧
で
あ
る
。
彼
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
未
だ
少
な
く
、
管
見

で
二
十
数
点
に
止
ま
る
。
文
献
資
料
の
組
織
化
や
先
行
諸
研
究
の
参
照
と
い
っ
た

作
業
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
浄
土
教
学
な
い
し
仏
教
学
か
ら
は
、

河
波
昌
が
最
も
重
要
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
一
特
に
『
浄
土
仏
教
の
思
想
一
四
』
講

談
社
、
一
九
九
二
年
一
。

　
こ
う
し
た
状
況
は
、
山
崎
が
近
代
浄
土
宗
の
「
二
大
異
端
」
の
一
人
と
見
な
さ
れ

て
い
て
教
学
的
研
究
が
散
発
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
彼
の
η
光
明
修
養
会
L
が
新
宗
教

研
究
の
対
象
か
ら
も
外
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
以
上
の
二
点
か
ら
帰
結
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
宗
教
体
験
は
宗
教
学
に
と
っ
て
非
常
に

興
味
深
い
題
材
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
宗
教
活
動
も
多
く
の
創
造
性
を
示
し
て
い
る
。

　
山
崎
の
生
涯
に
は
、
四
つ
の
画
期
を
な
す
宗
教
体
験
が
あ
る
。
十
二
歳
で
の
見

仏
体
験
、
二
十
三
－
二
十
六
歳
で
の
一
連
の
宗
教
体
験
と
り
わ
け
二
十
四
歳
筑
波

山
上
で
の
「
三
味
発
得
」
、
四
十
二
歳
で
の
棺
中
念
仏
三
昧
、
そ
し
て
臨
終
一
六
十

二
歳
一
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
十
四
歳
の
体
験
が
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
が
、
宗

教
学
的
に
見
て
よ
り
重
要
な
の
は
四
十
二
歳
で
の
宗
教
体
験
で
あ
る
。
出
家
時
と

同
様
に
棺
桶
の
中
で
剃
髪
し
、
ま
た
そ
の
棺
桶
の
中
で
厳
し
い
念
仏
修
行
に
励
む

な
か
に
、
死
と
再
生
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
明
白
に
表
れ
て
い
る
。

　
こ
の
、
言
わ
ば
第
三
期
の
宗
教
体
験
の
後
、
山
崎
は
以
前
の
伝
道
の
仕
方
を
改

め
て
独
自
の
宗
教
的
活
動
を
展
開
す
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
一
」
う
し
た
宗
教
的
営

み
そ
れ
自
体
が
如
来
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
の
「
聖
業
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

白
体
が
宗
教
体
験
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
地
平
が
開
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
彼
は

こ
の
「
光
明
の
生
活
」
を
弟
子
や
信
者
達
に
勧
め
た
。
つ
ま
り
η
光
明
主
義
L
運

動
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
こ
の
運
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に

評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
彼
の
宗
教
は
新
し
い
字
宙
論
を
創
造
し
提
示

し
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
教
え
の
根
本
に
据
え
ら
れ
た
、
三
身
即
一

の
仏
身
論
と
十
二
光
体
系
と
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
宗
教
に
お
い
て

危
機
的
状
況
に
天
空
神
一
隠
れ
た
る
神
一
が
呼
び
戻
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
治
の
激

動
の
時
代
状
況
に
応
答
す
る
た
め
に
、
山
崎
は
法
身
の
レ
ベ
ル
か
ら
宇
宙
論
を
基

礎
付
け
直
し
、
ま
た
「
光
明
歎
徳
章
」
を
独
自
に
解
釈
し
て
宇
宙
の
全
体
性
を
シ

ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
宗
教
的
総
合
と
し
て
の
意
義
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
超
在
一
神
的
汎
神
教
」
㍗
円
具
教
し
に
明
白
で
あ
る
。
特
に
前
者
で
は
、
一
神
教

と
汎
神
教
と
を
総
合
し
つ
つ
そ
れ
ら
を
抜
き
越
え
た
「
光
明
主
義
」
の
構
想
が
な

さ
れ
て
お
り
特
筆
に
値
す
る
。
そ
の
他
に
も
、
死
後
の
往
生
よ
り
現
世
か
ら
の
救

済
を
説
く
点
、
家
の
宗
教
よ
り
も
個
人
の
信
仰
と
実
践
を
ま
ず
重
視
し
た
点
、
キ

リ
ス
ト
教
や
西
洋
啓
蒙
思
想
な
ど
の
新
し
い
装
い
一
た
だ
し
そ
れ
は
単
に
外
面
だ

け
で
な
く
、
山
崎
の
宗
教
体
験
か
ら
し
て
普
遍
主
義
的
地
平
に
開
か
れ
て
い
た
一

を
ま
と
っ
て
い
た
点
で
、
浄
土
宗
の
近
代
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

山
崎
の
「
光
明
主
義
」
は
、
浄
土
宗
の
宗
教
改
革
運
動
で
あ
る
と
同
時
に
、
古
い

枠
組
み
を
突
破
す
る
新
し
い
宗
教
的
創
造
で
も
あ
っ
た
。
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新
世
界
の
悪
魔
の
宗
教
学
的
問
題

筑
波
大
学
大
学
院
谷
口

智
子

　
悪
魔
と
い
う
概
念
は
新
世
界
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
十
五
世
紀
後
半
の

新
世
界
「
発
見
」
の
後
、
布
教
と
植
民
地
支
配
を
目
的
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
・
ポ

ル
ト
ガ
ル
か
ら
出
か
け
て
い
っ
た
征
服
者
た
ち
が
、
イ
ン
デ
イ
オ
の
宗
教
一
特

に
供
儀
）
を
悪
魔
崇
拝
と
捉
え
た
。
野
蛮
で
血
み
ど
ろ
な
人
身
供
儀
、
そ
れ
を

申
心
と
し
た
宗
教
体
系
、
そ
し
て
そ
れ
を
要
求
す
る
神
々
、
そ
れ
を
行
う
イ
ン

デ
ィ
オ
た
ち
は
す
べ
て
悪
魔
一
崇
拝
者
一
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
新
大
陸
で
行
わ

れ
た
偶
像
崇
拝
撲
滅
運
動
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
神
殿
、
聖
な
る
場
所
、
神
々
の

イ
コ
ン
、
儀
礼
、
神
話
な
ど
が
破
壊
さ
れ
た
。
し
か
し
、
イ
ン
デ
ィ
オ
に
と
っ

て
、
本
当
の
「
悪
」
と
は
、
聖
な
る
も
の
は
死
と
生
、
破
壊
と
創
造
を
生
み
出

す
両
義
的
な
存
在
で
あ
り
、
神
と
人
間
と
の
聖
な
る
関
係
一
養
い
、
養
わ
れ
る

関
係
一
を
壊
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
彼
ら

に
押
し
っ
け
た
悪
魔
と
悪
魔
崇
拝
者
と
言
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
、
逆
に
、

聖
な
る
も
の
と
人
間
の
関
係
（
特
に
「
供
儀
」
に
あ
ら
わ
れ
る
一
を
壊
す
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
と
そ
の
文
明
を
「
悪
魔
」
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
文
脈
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
、
今
日
の
ペ
ル
i
、
ボ
リ
ビ
ア
の
「
悪
魔
し

の
問
題
を
考
察
す
る
。
具
体
的
な
事
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
先
祖
の
悪
魔
化
（
マ
チ
ュ
一
ペ
ル
ー
・
ボ
リ
ビ
ア
一

②
山
の
神
の
悪
魔
化
（
テ
ィ
オ
一
ボ
リ
ビ
ア
、
チ
リ
北
部
）

②
聖
職
者
の
悪
魔
化
（
ナ
カ
ッ
ク
、
ピ
シ
ュ
タ
コ
、
カ
リ
シ
リ
、
リ
キ
チ
リ
一

ペ
ル
ー
・
ボ
リ
ビ
ア
）

　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
先
住
民
イ
ン
デ
ィ
オ
は
、
悪
魔
崇
拝
と
み
な
さ
れ
た
西

洋
の
論
理
を
表
面
的
に
は
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
宗
教
現
象
↑
悪

魔
一
の
根
底
に
は
そ
れ
を
打
ち
破
る
よ
う
な
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
宗
教
的
生
命

が
息
づ
い
て
い
る
。
先
祖
マ
チ
ュ
や
山
の
神
テ
ィ
オ
は
、
民
衆
の
生
活
の
守
護

者
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
テ
ィ
オ
や
聖
職
者
ナ
カ
ッ
ク
は
供
儀
に
よ
っ
て
外

部
と
の
伸
介
を
果
た
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
悪
魔
と
見
な
さ
れ
る

の
は
、
イ
ン
デ
ィ
オ
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
そ
の
役
割
を
全
う
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
宗
教
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
悪
魔

の
概
念
と
意
味
を
イ
ン
デ
ィ
オ
は
宣
教
師
達
に
教
え
て
も
ら
っ
た
が
、
彼
ら
は

独
自
の
仕
方
で
悪
魔
を
表
現
す
る
。
イ
ン
デ
ィ
オ
の
前
に
権
威
的
に
あ
ら
わ
れ

る
力
を
イ
ン
デ
ィ
オ
は
悪
魔
の
力
と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
の
運
動
は
、
西
洋
白
身
の

言
語
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
て
、
西
洋
自
身
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
宗
教
は
、
西
洋
の
言
語
と
批
判
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て

二
度
目
に
創
造
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
。
」

　
西
洋
人
に
よ
っ
て
自
ら
の
宗
教
を
悪
魔
崇
拝
と
し
て
批
判
さ
れ
た
イ
ン
デ
ィ

オ
が
、
西
洋
人
が
も
た
ら
し
た
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
っ
て
、
聖
な
る
も
の
と

の
均
衡
を
破
り
混
乱
を
巻
き
起
こ
す
、
白
己
中
心
的
な
西
洋
人
と
西
洋
の
シ
ス

テ
ム
そ
の
も
の
を
逆
に
批
判
す
る
、
ま
た
、
周
辺
地
域
の
周
辺
的
聞
題
か
ら
中

心
そ
の
も
の
の
構
造
を
間
い
直
す
、
批
判
の
批
判
と
し
て
の
民
衆
宗
教
が
こ
の

悪
魔
現
象
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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心
と
機
械

ー
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
の
哲
学
的
イ
ン
プ
リ
ケ
i
シ
ョ
ン
ー

筑
波
大
学
大
学
院
宇
野

光
範

　
「
ゲ
i
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
は
、
人
間
機
械
論
一
心
が
機
械
と
し
て
説
明

さ
れ
る
と
い
う
主
張
）
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」
　
　
（
G
）

　
本
発
表
で
は
、
こ
の
議
論
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。

　
G
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
機
械
の
概
念
が
明
確
に
定
義
づ
け
ら
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
、
チ
ャ
ー
チ
、
テ
ユ
ー
リ
ン
グ
ら
に
よ
っ
て
、

　
1
．
機
械
と
は
、
テ
ユ
ー
リ
ン
グ
機
械
で
あ
る
。

　
2
．
あ
る
形
式
的
体
系
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
れ
と
同
等
な
テ
ユ
ー
リ
ン
グ

　
　
機
械
を
構
成
で
き
る
。

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
テ
ユ
ー
リ
ン
グ
機
械
と
は
数
学
的
に
明
確
な
概
念

上
の
機
械
で
あ
る
。
そ
れ
は
帰
納
的
に
定
義
さ
れ
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て

作
動
す
る
も
の
で
、
現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

　
G
は
っ
ぎ
の
よ
う
な
論
法
で
主
張
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
心
が
あ
る
特
定
の
機
械
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
こ
こ
で
、
ゲ
ー
デ
ル

の
定
理
と
機
械
の
定
義
か
ら
、
い
か
な
る
機
械
が
与
え
ら
れ
て
も
、
心
は
そ
れ

が
決
定
で
き
な
い
よ
う
な
命
題
の
真
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

心
は
い
か
な
る
機
械
と
も
異
な
る
。
こ
れ
は
仮
定
に
反
す
る
。
ゆ
え
に
心
は
機

械
で
は
な
い
。

　
こ
の
議
論
は
、
強
力
な
反
論
に
よ
っ
て
、
二
重
苦
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

一
P
）
　
機
械
が
決
定
で
き
な
い
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
の
は
、
不
完
全
性
定
理
の
条
件
で
あ
る
、
体
系
の
無
矛
盾
性
を
あ
ら
か

　
　
じ
め
知
っ
て
い
る
と
き
に
限
る
。
し
か
し
そ
の
無
矛
層
性
を
示
す
こ
と
は

　
　
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
（
パ
ト
ナ
ム
）

（
B
）
　
P
が
ク
リ
ア
ー
さ
れ
て
も
、
ゲ
ー
デ
ル
の
定
理
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、

　
　
「
人
間
が
機
械
で
な
い
か
、
あ
る
い
は
機
械
で
あ
る
が
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
と
い
う
選
言
文
で
あ
っ
て
、
前
者
だ
け
が
帰

　
　
結
す
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。
一
ベ
ナ
セ
ラ
フ
一

　
本
発
表
で
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
素
朴
な
機
械
論
批
判
は
失
敗
に
終

わ
っ
た
と
し
、
不
完
全
性
定
理
の
哲
学
的
帰
結
に
関
す
る
ゲ
ー
デ
ル
白
身
の
考

え
に
目
を
向
け
る
。
ゲ
ー
デ
ル
は
、
不
完
全
性
定
理
の
哲
学
的
帰
結
と
し
て
、

人
間
が
機
械
に
優
っ
て
い
る
か
、
人
間
に
と
っ
て
永
遠
に
決
定
不
可
能
な
数
学

的
間
題
が
存
在
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
い
う
選
言
を
掲
げ
る
。
ゲ
ー
デ

ル
の
論
証
は
、
先
の
二
つ
の
批
判
を
う
ま
く
回
避
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ゲ
ー
デ
ル
の
選
言
の
後
者
は
、
彼
に
は
数
学
的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
導
く
も
の

で
あ
り
、
一
九
五
一
年
当
時
不
完
全
性
定
理
は
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
理
論
武
装

に
一
役
買
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
や
が
て
彼
は
、
選
言
の
後
半
を
否
定
し
、

ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
合
理
的
楽
観
主
義
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
、
プ
ラ

ト
ニ
ズ
ム
を
論
証
す
る
道
は
失
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ゲ
ー
デ
ル
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ

ム
は
、
よ
り
強
固
に
な
っ
て
い
く
。
彼
は
そ
の
立
場
の
表
明
を
論
証
か
ら
信
仰

告
白
と
い
う
形
に
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
不
完
全
性
定
理
の
哲
学
的
含
意

に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
ゲ
ー
デ
ル
の
哲
学
の
変
化
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
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カ
ン
ト
に
お
け
る
現
象

京
都
大
学
大
学
院
桝
矢

桂
一

　
現
象
は
、
物
の
「
現
れ
」
で
あ
る
。
現
れ
て
く
る
も
の
な
し
に
は
、
現
象
は

現
象
で
あ
り
得
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
現
象
は
、
認
識
主
観
に
お
け
る
内
在
表

象
と
し
て
、
そ
れ
自
身
が
㍗
外
L
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
現
象

自
身
の
外
に
な
お
相
関
す
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
で
あ
る

と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。
現
れ
に
お
け
る
実
在
性
は
、
現
れ
が
非
経
験
的

な
相
関
者
に
関
係
し
て
現
れ
る
と
い
う
、
現
れ
自
身
の
構
造
の
う
ち
に
、
非
内

在
者
の
表
象
を
含
ん
で
い
る
事
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
。
現
れ
の
実
在
性
は
、

「
現
れ
」
で
あ
る
限
り
、
O
竃
岸
を
触
発
す
る
も
の
に
関
し
て
、
実
在
性
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
現
象
は
、
真
な
る
事
実
で
あ
る
。

　
子
『
ス
ミ
ス
は
、
現
象
は
o
§
宰
か
ら
「
独
立
し
た
存
在
一
Φ
多
け
竃
色

を
獲
得
す
る
。
現
象
は
、
主
観
的
な
表
象
を
通
し
て
知
ら
れ
る
が
、
直
接
主
観

的
な
表
象
と
同
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
現
象
は
、
純
血
の
一
σ
・
竃
巳
烏
一

客
観
性
を
持
っ
て
い
る
」
（
㌧
O
§
§
一
§
ミ
ざ
床
§
二
〇
ぺ
｛
昼
§
県
ミ
§

き
§
§
z
．
穴
．
ω
邑
芦
（
ピ
o
邑
§
H
胃
o
。
）
一
p
c
。
ω
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
、
確
か
に
与
え
ら
れ
た
直
後
の
対
象
で
あ
る
無
規
定
な
現
象
に
対

し
て
言
い
得
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
よ
う
な
無
規

定
な
現
象
が
、
そ
の
一
方
で
認
識
の
対
象
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
認
識

の
対
象
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
無
規
定
な
現
象
に
相
関
す
る
一
様
な
「
何
か

或
る
も
の
一
般
し
を
志
向
す
る
こ
と
が
、
「
独
立
し
た
存
在
を
獲
得
す
る
現
象
」

に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
こ
そ
が
、
現
象
が
非
経
験
的
な
η
外
L
を
志
向

す
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
認
識
さ
れ
る
も
の
は
、
与
え
ら
れ
た
対
象
で
あ
る
か

ら
、
認
識
の
、
無
規
定
な
も
の
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
へ
と
い
う
運
動
は
こ
の

時
、
与
え
ら
れ
た
我
々
の
直
接
の
対
象
の
内
部
に
お
け
る
運
動
で
あ
る
。
認
識

と
い
う
運
動
は
、
現
象
の
内
部
に
お
い
て
、
現
象
の
構
造
を
た
ど
る
と
い
う
運

動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
規
定
な
現
象
が
志
向
す
る
実
在
性
は
、
規
定
さ
れ
た

対
象
に
お
け
る
実
在
性
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
象
が
、
非
経
験
的
な
「
外
」

を
志
向
す
る
と
い
う
事
は
、
経
験
的
な
認
識
に
お
け
る
こ
の
運
動
に
お
い
て
、

客
観
性
を
そ
れ
白
身
の
中
で
志
向
す
る
こ
と
へ
と
転
じ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
隈
り
認
識
と
は
、
感
覚
に
対
応
す
る
と
み
な
さ
れ
る
一
様
な
一
般

者
と
し
て
の
「
何
か
或
る
も
の
一
般
」
を
現
象
自
身
に
お
い
て
考
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
現
象
は
物
自
体
で
は
な
く
て
、
表
象
で
あ
る
。
そ
う
定
義
付
け
ら
れ
た
時
、

現
象
の
非
経
験
的
な
「
外
」
へ
の
志
向
性
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

表
象
と
は
、
対
象
の
表
象
で
あ
る
。
「
一
切
の
表
象
は
、
表
象
で
あ
る
か
ら
に
は
、

対
象
を
所
有
す
る
」
一
と
O
O
。
）
の
で
あ
る
。
現
象
が
表
象
で
あ
り
、
し
か
も
、

現
象
は
、
通
常
、
表
象
の
対
象
と
し
て
対
象
が
考
え
ら
れ
る
位
遺
に
、
白
身
の

対
象
が
置
か
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
が
た
め
に
、
「
外
」
へ
の
志
向
性
は
、
規

定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
そ
れ
自
身
へ
の
志
向
性
へ
と
転
じ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
現
れ
と
い
う
こ
と
の
本
質
的
意
義
は
、
こ
こ
に
こ
そ
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
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ひ
と
は
い
か
に
し
て
虚
偽
を
志
向
し
う
る
の
か

　
　
i
二
ー
チ
ェ
に
お
け
る
、
認
識
と
意
欲
の
裂
け
目
－

膏
森
中
央
短
期
大
学
鈴
木

克
成

　
二
ー
チ
ェ
の
全
思
想
は
虚
偽
H
仮
象
の
肯
定
を
巡
る
も
の
で
あ
る
。
「
遭
徳

外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
」
以
来
、
二
ー
チ
エ
は
一
貫
し
て
、
生
存
の

一
切
は
不
公
正
で
あ
り
誤
謬
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
虚
偽
は
必
然
で
あ
り
、

ま
た
必
要
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
き
続
け
た
。
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
価
値

を
破
壊
し
、
そ
の
虚
偽
性
を
暴
き
出
す
二
ー
チ
ェ
の
否
定
活
動
は
、
他
方
で
ま

た
そ
の
虚
偽
を
肯
定
す
る
側
面
を
あ
わ
せ
も
っ
て
お
り
、
自
ら
が
暴
く
虚
偽
を

い
か
に
肯
定
す
る
か
と
い
う
課
題
と
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
本
発

表
は
二
ー
チ
ェ
の
虚
偽
概
念
の
分
析
を
通
し
、
そ
の
消
息
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

　
虚
偽
に
対
す
る
膨
大
な
二
ー
チ
ェ
の
言
及
は
、
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
虚
偽
の

無
垢
（
g
①
c
易
o
ぎ
こ
宗
『
巨
①
q
①
一
の
必
要
と
、
虚
偽
意
識
一
を
伴
っ
た
虚
偽
）

の
必
要
と
い
う
、
二
つ
の
主
張
に
集
約
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
見
相

反
す
る
主
張
は
、
精
神
の
三
様
の
変
化
に
象
徴
さ
れ
る
、
二
ー
チ
ェ
思
想
の
い

わ
ゆ
る
三
段
階
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
第
一
の
段
階
と
し
て
、
無
垢
な
虚
偽
、
疑
い
を
知
ら
な
い
信
念
と
情
熱
が
、

あ
ら
ゆ
る
生
存
の
母
胎
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
。
し
か
し
限
界
の
自
覚
、
否
定
の

契
機
を
欠
い
た
素
朴
な
虚
偽
は
、
続
く
第
二
の
認
識
の
段
階
に
よ
っ
て
、
そ
の

無
垢
を
喪
失
す
る
。
虚
偽
性
と
直
面
し
、
こ
れ
を
摘
発
す
る
虚
偽
意
識
は
、
虚

偽
の
有
限
性
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
と
同
時
に
、
中
期
の
二
ー
チ
ェ
に
と
っ
て

は
意
欲
成
立
の
妨
げ
と
な
り
、
ひ
い
て
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
嘔
吐
に
つ
な
が
る
も

の
と
し
て
大
き
な
間
題
と
も
な
っ
た
。

　
こ
こ
に
到
り
二
ー
チ
ェ
は
「
虚
偽
を
虚
偽
と
知
り
つ
つ
肯
定
す
る
」
と
い
う

難
題
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
や
ヤ
ス
パ
i
ス
に
代

表
さ
れ
る
、
永
劫
回
帰
を
世
界
と
人
間
と
の
二
重
性
に
於
い
て
解
釈
す
る
仕
方

は
「
無
意
味
な
繰
り
返
し
を
無
意
味
と
知
り
つ
つ
肯
定
す
る
」
と
い
う
、
ま
さ

に
先
の
難
題
と
同
じ
構
造
で
回
帰
思
想
を
把
握
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
本
発
表
は
こ
の
解
釈
を
取
ら
な
い
。
二
ー
チ
ェ
は
意
欲
を
世

界
と
の
対
立
の
上
で
理
解
し
な
い
。
差
異
の
回
帰
と
し
て
の
世
界
H
意
志
の
発

見
こ
そ
が
永
劫
回
帰
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
限
り
、
二
ー
チ
ェ
は

こ
の
難
題
が
い
わ
ば
無
効
に
な
る
地
点
を
発
見
し
て
乗
り
越
え
る
か
ら
で
あ

る
。
と
り
わ
け
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
「
影
し
を
巡
る
記
述
は
、
意
欲
が

虚
偽
意
識
の
存
在
㍗
に
も
関
わ
ら
ず
」
成
立
す
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
し
か

も
意
欲
成
立
の
妨
げ
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
虚
偽
意
識
こ
そ
が
「
真
理
を

言
い
当
て
る
し
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
虚
偽
“
悪
の
意
識
が
飾
い
分
け
の
機
能
を

果
た
し
、
虚
偽
が
虚
偽
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
生
に
と
っ
て
切

実
な
、
そ
れ
に
従
つ
て
生
き
抜
く
ほ
か
な
い
「
真
理
」
に
転
化
す
る
か
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
第
三
の
段
階
と
し
て
「
一
瞬
の
嘘
」

を
経
て
虚
偽
が
真
理
に
転
化
し
、
無
垢
が
再
獲
得
さ
れ
る
可
能
性
が
語
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
て
真
の
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
の
は
、
意
欲
と
虚
偽
1
－
世
界
の
分
裂

で
は
な
く
、
「
虚
偽
を
把
握
し
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
自
ら
の
理
想
を
捨
て
去

る
こ
と
の
で
き
な
い
完
全
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
し
に
お
け
る
意
欲
H
虚
偽
と
認
識
の

裂
け
目
と
な
る
。
成
立
し
た
意
欲
と
認
識
と
の
調
停
や
、
悪
の
正
当
化
、
他
者

規
定
の
問
題
な
ど
、
今
後
論
じ
ら
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
は
多
い
。
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ロ
ム
バ
ッ
ハ
構
造
存
在
論
に
お
け
る
世
界
概
念

ユ
　
　
「
構
造
」
の
意
味
と
世
界
概
念

筑
波
大
学
竹
村
喜
一
郎

　
雰
一
冒
一
9
穿
憂
9
9
が
O
っ
9
鼻
§
・
O
鼻
〇
一
◎
σ
・
a
（
ト
⑩
胃
）
に
お
い
て
「
構
造

○
っ
叶
；
ζ
暮
は
最
も
一
般
的
な
意
味
で
『
世
界
』
と
呼
ば
れ
る
」
（
0
っ
．
岩
ご
と
立

言
し
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
世
界
を
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
総
体
」
と
す
る

伝
統
的
世
界
了
解
の
転
換
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
抑
々
ロ
ム
バ
ッ
ハ
に
お
け
る

構
造
は
「
白
己
を
白
己
自
身
か
ら
形
成
し
、
白
己
の
意
味
を
自
己
自
身
の
う
ち

に
有
す
る
創
造
O
．
O
ま
貝
旨
σ
・
竃
」
一
し
っ
。
嵩
一
で
あ
っ
て
、
独
立
し
た
諾
要
素
か

ら
成
る
全
体
の
組
み
立
て
と
い
う
通
例
の
構
造
理
解
と
は
異
な
る
。
こ
う
し
た

構
造
概
念
が
世
界
了
解
の
転
換
か
ら
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ロ
ム
バ
ッ
ハ

　
　
　
　
タ
オ

が
老
子
の
遭
の
概
念
に
着
目
し
、
本
質
が
個
物
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
々

の
物
が
本
質
に
属
す
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
本
質
を
「
中
心
に
遺
か
れ
た
共
同

作
用
と
い
う
零
位
点
」
一
ω
・
に
一
と
し
て
の
世
界
と
規
定
し
、
更
に
は
こ
の
世

界
を
構
造
と
命
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
一
全
体
と
契
機
と
い

う
観
点
か
ら
す
る
世
界
了
解
に
つ
い
て
は
、
o
っ
。
宗
参
照
一
。

2
　
世
界
概
念
の
哲
学
的
意
義

　
ロ
ム
バ
ッ
ハ
の
構
造
存
在
論
が
ハ
イ
デ
ガ
i
の
基
礎
的
存
在
論
と
の
対
決
を

意
識
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
存
在
」
の
閉
鎖
性
を
否
定
し

一
く
σ
・
一
。
O
っ
」
竃
一
、
「
存
在
論
的
差
異
か
ら
存
在
論
的
同
一
性
へ
の
歩
み
」

一
〇
っ
．
↑
震
一
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
世
界
了
解

そ
の
も
の
に
即
し
た
場
合
、
論
点
を
三
つ
に
限
定
す
れ
ば
、
川
世
界
と
自
我
と

の
相
即
一
く
α
・
一
・
ω
」
崖
一
、
ω
世
界
構
成
に
お
け
る
人
間
と
他
の
事
物
と
の
同

等
性
一
く
σ
・
一
。
o
っ
μ
震
一
、
㈹
仕
事
を
介
し
た
脱
自
の
場
と
し
て
の
世
界
一
轟
r

ω
－
爵
〇
一
と
い
う
場
面
で
ロ
ム
バ
ッ
ハ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
よ
り
も
即
事
象
的
と
言

え
る
（
別
の
主
題
に
関
し
て
は
r
o
山
臼
潟
茅
竃
饒
＼
甲
煎
宇
邑
冒
竃
＝
ω
Φ
ユ

冒
α
O
つ
け
；
ζ
買
．
里
罵
ぎ
置
饒
｝
邑
撃
貧
昌
轟
α
撃
雲
削
§
Φ
9
一
亀
竃

患
幕
σ
。
σ
。
艘
ω
冒
α
勾
竃
置
争
ω
㌔
薫
｛
9
秦
寿
こ
⑩
胃
を
参
照
せ
よ
一
。

　
以
上
の
ロ
ム
バ
ッ
ハ
の
世
界
了
解
の
意
義
と
し
て
川
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的

存
在
丁
解
た
る
実
体
主
義
だ
け
で
な
く
、
関
係
主
義
と
も
異
な
る
存
在
了
解
と

し
て
の
「
構
造
」
が
定
立
・
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ω
「
白
我
性
」
は
「
わ

れ
わ
れ
性
」
と
と
も
に
構
成
さ
れ
る
と
い
う
相
互
主
観
性
H
共
同
主
観
性
に
対

す
る
新
し
い
視
角
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
く
σ
・
r
O
っ
、
H
8
一
、
㈹
本
来
の
還

元
が
遂
行
さ
れ
る
条
件
を
「
自
然
が
自
分
の
道
を
自
分
で
切
り
開
く
可
能
性
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
」
一
〇
。
・
H
竃
一
こ
と
に
求
め
る
現
象
学
の
構
案
が
開
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
挙
げ
う
る
。

3
　
世
界
規
定
の
間
題
性

　
し
か
し
、
ロ
ム
バ
ッ
ハ
の
世
界
了
解
に
は
、
川
「
自
我
と
世
界
と
の
一
存
在

論
的
）
同
一
性
」
（
ω
．
ω
ω
㎝
）
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
証
抜
き
の

予
定
調
和
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
、
ω
「
『
構
造
』
は
何
よ
り
も
力
動
性
と
生

成
と
に
よ
っ
て
門
世
界
』
か
ら
区
別
さ
れ
る
」
一
ω
・
ω
嵩
一
と
い
う
観
点
と
構

造
と
世
界
を
同
一
と
す
る
提
題
と
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
大

き
な
問
題
点
が
存
す
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
え
な
い
。
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