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今

日
、

宗
教

に
つ
い
て
の
学
と
い
え
ば
、

十
九
世
紀
の
末
に
成
立
し
て
か
ら
、

着
実
に
そ

の
諸
成
果
を
あ
げ
て
き
て
い
る

宗
教
学

(国
魯

αq
δ
壽
三
。・ω窪
ω臼
臥
け)
に
代
表
さ
れ
る
観
が
あ
る
。

こ
の
学
問
が
諸
宗
教
の
歴
史
的
な
展
開
お
よ
び
宗
教

の
一
般
的
な
構
造
を
、

経
験
的
実
証
的
な
立
場
か
ら
科
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
、
そ
し
て
今
日
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン

・
サ
イ
エ
ン
ス
の

一
つ
の
主
要
部
門
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
学
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
各
種

の
信
条
に
基
づ
く
特
殊
宗
教

に
対
し
て
宗
教

一
般
を
考
察
す
る
立
場
は
哲
学
で
あ

っ
た
。
宗
教
学
は
こ
の
宗
教
哲
学
の
立
場
を
、
「
独
断
的
確
信
」
(M

・
ミ
ュ
ラ
ー
)
、

「
精
神

の
内
在
的
運
動
」
(ヴ

ァ
ソ

・
デ
ル

・
レ
ー
ウ
)
、
あ
る
い
は

「規
範
的
」

(J

・
ワ
ヅ
ハ
)、

「
主
観
的
」
(岸
本
英
夫
)
な
立
場
と

し
て
批
判
し
、
そ
れ
と
は

一
線
を
画
す
る
宗
教

一
般
の
客
観
的
事
実
研
究
が
自
ず
か
ら
の
立
場
で
あ
る
と
主
張
し
て
き

て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
宗
教
学
の
成
立
お
よ
び
そ
の
成
果
と
し
て
示
さ
れ
る
新
事
実
に
直
面
し
て
、
宗
教
哲
学
は
従
来
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
で
は
保
持
し
難

く
、
立
場

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
反
省
さ
ら
に
は
変
革
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況
の
中

か
ら
、
「
宗
教
学

的
宗
教
哲
学
」
(西
谷
啓
治
)
と
い
う
立
場

の
要
請
も
出
て
来
て
い
る
。
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さ
ら
に
宗
教
哲
学
は
、
や
は
り
十
九
世
紀
後
半
い
ら
い
顕
著
に
な

っ
て
き
た
別
の
性
格

の
、
し
か
し
、
宗
教
学
の
成
立
お
よ
び
そ
の
成

果

の
事
実
性
と
い
う
も
の
と
根
本
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
先

の
問
題
が
宗
教
研
究
を
な
す
学
的
立
場
を
め
ぐ
る

　

　

　

問
題
、
宗
教
的
事
象
に
対
す
る
研
究
者
の
態
度
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
宗
教
な
ら
び

に
哲
学
の
立
場
そ
の
も
の
に
関
す

る
、
そ
れ
ら
の
立
場
の
存
立
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
科
学
的
実
証
性
を
存
在
に
関
す
る
唯

一
の
真
理
判

定
規
準
と
み
な
す
科
学
的
精
神

の
立
場
と
、
経
験
的
所
与
の
領
域
を
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在

の
基
盤
を
求
め
、

ま
た
そ
こ
か
ら
経
験
界
を
統

一
的
に
把
握
す
る
形
而
上
学
的
な
立
場
と
の
相
克
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
科
学
的
精
神
の
立
場
か
ら

は
、
形
而
上
学
お
よ
び
宗
教
の
本
質
が
人
間

の
構
想
力

の
産
物
な
い
し
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ
、
ま
た
経
験
的
実
証
性
を

重

ん
じ
る
科
学
精
神
の
普
及
浸
透
に
よ

っ
て
、
宗
教
哲
学
の
素
地
で
も
あ

っ
た
宗
教
的
敬
度

の
念
が
人
心
か
ら
衷
失

さ
れ
て
行
く
に
つ
れ
、

従
来

の
宗
教
哲
学
は
い
わ
ぽ
そ
の
息
の
根
を
止
め
ら
れ
る
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
。
宗
教
哲
学
は
宗
教

・
哲
学
そ

の
も
の
の
生
死
を
自

ず

か
ら
の
課
題
に
せ
ざ
る
を
得
ぬ
歴
史
的
状
況
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
宗
教
哲
学
に
と

っ
て
の
い
わ
ゆ
る
宗

教
仮
構
論
の
問
題
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
な
事
で
あ
る
。

以
上
の
事
は
、
十
九
世
紀
後
半
い
ら
い
の
宗
教
哲
学
が
、

一
方
で
は
、
そ
の
諸
成
果
を
無
視
し
て
は
自
分
自
身
が
も
は
や
存
立
し
得
な

い
宗
教
学
の
立
場
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
定
め
且
つ
受
容
す
る
か
と
い
う
課
題
、
他
方
で
は
、
そ
の
課
題
解
決
の
立
場
が
同
時

に
、
仮

構
論
に
対
す
る
基
本
的
な
解
決
、
言
い
換
え
れ
ば
、
近
代
と
い
う
時
代

に
お
い
て
宗
教
と
い
う
も
の
を
新
た
に
見
定

め
る
得
る
立
場
を
ど

の
よ
う
に
開
く
か
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

近
代
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
基
本
問
題
を
考
察
す
る

一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
宗
教
学

に
お
け
る
宗
教
事
象

へ
の
関
わ
り
方
を
、
そ
の
基
本
な
立
場
に
従

っ
て
吟
味
し
、
こ
の
吟
味
か
ら
示
さ
れ
て
く
る
問
題
を
通
し
て
、
「
宗
教
的
要
求
」

と
い
う

の
が
宗
教
を
考
察
す
る
と
い
う
課
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
を
見
て
み
よ
う
と
思
う
。

た
だ
し
今

の
場
合
は
、
『
善
の

研
究
』
(西
田
幾
多
郎
)
に
示
さ
れ
た

「
宗
教
的
要
求
」
の
立
場
を
中
心
に
置
く
。
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近
代
宗
教
学
の
創
始
者
で
あ
る
M

・
ミ
ュ
ラ
ー
に
は
次

の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

「
私

の
目
的
は
、

主
と
し
て
理
論
神
学

(魯
oo
お
膏

魯
Φ
9
0
αq
団
)
に
関
す
る
諸
問
題
は
、

世
界

の
諸
宗
教

の
比
較
研
究

(8
ヨ
℃
霞
甲

臨
く
o
ωε
身

)
か
ら
可
能
な
限
り
獲
得
さ
れ
得
る

一
切

の
証
拠
事
実

(けげ
O
O<
凶傷
⑦】PO
O)
が
充
分

に
集
収
さ
れ
分
類
さ
れ

分
析
さ
れ
て

し
ま
う
ま
で
は
、
取
り
あ
げ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
」

　
　
に
　
　
　
　
　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
シ

ェ
リ
ン
グ
や

へ
ー
ゲ
ル
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
従
来
の
宗
教
哲
学
の
立
場
を

「
独
断
的
確
信
」
と

し
て
さ
け
、
「
世
界
の
諸
宗
教
に
関
す
る
真

に
科
学
的
な
研
究
」
と
し
て
の
宗
教
学

(。。息
o昌
o
o
o
h
お
嵩
讐
o
昌
)
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。

そ
の
宗
教
学
は
二
つ
の
基
本
的
部
門
か
ら
成
る
と
考
え
ら
れ
た
。

一
つ
は
、
「
宗
教
の
歴
史
的
諸
形
体
を
取
り
扱
う
」

こ
と
に
よ

っ
て
、

「宗
教
が
そ
の
歴
史
的
進
展
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
法
則

に
従

っ
て
い
る
か
」

と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
部
門
で
あ
る
。

彼
は
こ

れ

を

比

較

神

学

(
費
①

o
o
暑

9
轟
口
く
o

些
①
o
δ
αq
唄
)
あ

る

い

は
比

較

研

究

と

呼

ん
だ

。

他

の

一
つ
は
、

「
凡

て

の
歴

史

的
宗

教

か

ら

独

立

し
て
い
る
」
我
々
の

「
信
仰
の
能
力

(寂
6三
受

O
h
馬鉱
爵
)
」、

な
い
し
は

「無
限
者
を
捕
え
る
能
力
」

を
直
接
取
り
扱
う
こ
と
に
よ

っ

て
、
「宗
教
は
人
間
の
魂

の
中
に
ど
の
よ
う
な
基
礎
を
持

っ
て
い
る
か
」

と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
部
門
で
あ
る
。

彼

は
こ
れ
を

理
論
神
学

(費
。
夢
8
§

同6
夢
8
δ
σq
唄
)
と
呼
ん
だ
。
宗
教
学
は
こ
の
二
つ
の
部
門
の
相
互
補
完
に
よ

っ
て
、
最
終
的

に
は

「
宗
教
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
学
問
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
の
引
用
文
は
、
こ
の
二
つ
の
部
門

の
関
係

を
論
じ
た
も
の
で
、

彼

は
比
較
神
学
、
す
な
わ
ち
、
諸
宗
教

の
歴
史
的
諸
形
体
の
事
実
確
認
を
、
理
論
神
学
に
先
行
す
べ
き
も
の
と
位
置
づ

け
て
い
る
の
で
あ

る
。

そ
こ
に
は
、
宗
教
と
い
う
も

の
を
従
来

の
神
学
的
な
い
し
哲
学
的
な
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
ま
ず
、
経
験
的
事
実

た
る
歴
史
的
事
象

と
し

て
取
り
扱

い
、
そ
の
事
象

の
客
観
的
実
証
的
な
考
察
に
よ

っ
て
確
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
る
。

M

・
ミ
ュ
ラ
1
が

こ
の
よ
う
な
新
し
い
宗
教
研
究

の
立
場
を
確
立
し
よ
う
と
し
、
そ
の
立
場

に
歴
史
的
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
た
背
景
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に
は
、
す
で
に
従
来
の
宗
教
哲
学
が
根
本
的
な
崩
壊

に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
歴
史
的
認
識
が
あ

っ
た
。
彼

は

「真

に
科
学
的
な
研
究
」

ち
　
け
　
　
　
ぷ
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

と

い
う
自
ず
か
ら
の
立
場
を
、
「
中
立
的
立
場
」
と
も

「
不
偏
不
党

(
公
平
)
」
の
立
場
と
も
性
格
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
時
彼
は
、
一
方
に

は
そ
の
伝
統
に
よ
っ
て
自
ず

か
ら
の
絶
対
的
真
理
を
主
張
す
る
神
学
の
立
場
と
、
他
方
に
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
を
凡

て
「錬
金
術
や
占
星

術
」
の
如
き
も
の
と
判
定
す
る
科
学
的
精
神

の
立
場
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
極
の
裂
け
目
に
立

っ
て
、
た
だ
伝
統
に
よ
っ
て
自

ず

か
ら
の
絶
対
真
理
を
主
張
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
性
急
に
伝
統
を
否
定
し
去
る
の
で
も
な
く
、
ま
ず
歴
史
的
事
実
の
客
観
的
実
証
的

な
確
認
を
こ
そ
為
す
べ
き
と
見
た
と
こ
ろ
に
、
彼
が

「
真
理
に
対
す
る
不
退
不
屈

の
忠
誠
」
を
自
己
の
立
場
に
認
め
、
そ
の
立
場
に

「真

理

を
検
す
る
権
利
」
が
あ
る
と
主
張
し
た
理
由
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
見
い
出
し
た
こ
の
中
立
的
に
し
て
不
偏

不
党
と
い
う
立
場
が
、

宗
教
学
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
逆
に
ま
た
、
全
て
の
宗
教
的
事
象
を
こ
の
よ
う
な
性
格

の
眼
差
し
で
見
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
、
宗
教

を
科
学
的
に
研
究
す
る
宗
教
学

の
立
場
が
確
保
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
お
け
る
研
究
方
法
と
し
て
彼
が
見

い

出

し
た
も
の
は
、
事
象
の
比
較
研
究
と
い
う
方
法
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
「凡
て
の
宗
教
に
同

一
の
尺
度
を
正
直
に
用
い
る
」
と
言

い
、
彼

の

生
活
基
盤
で
あ

っ
た
キ
リ
ス
ト
教
を
も
含
め
て
凡
て
の
宗
教
を
研
究

の
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
を
自
分
か
ら
等
距
離
間
陥

に
置
く
こ
と
が
比

較

研
究
の
立
場
で
あ
り
中
立
的
な
立
場
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
こ
の
間
隔
と
い
う
こ
と
こ
そ
宗
教

学
の
根
本
問
題
と
な

っ
た
。

一
つ
の
問
題
は
、
、・・
ユ
ラ
ー
自
身
が
後
代
か
ら
批
判
さ
れ
、
ま
た
宗
教
学
の
歴
史
が
こ
の
よ
う
な
批
判
か
ら
成

っ
て
い
る
と
も
言

い
う
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
研
究
者
が
自
ず
か
ら
の
先
入
観
か
ら
ど
れ
程
自
由
に
な

っ
て
お
り
、
自
ず
か
ら
の
生
活
圏
か
ら
ど
れ
程
脱
却

し
て
い
る
か
と
い
う
等
距
離
間
隔
獲
保

の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
学
的
客
観
性
、
研
究
者
の
自
己
禁
欲

に
関
わ
る
学
的
倫
理
の
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
よ
り
根
本
的
な
問
題
、

つ
ま
り
、
上
の
よ
う
な
客
観
性
が
充
分
獲
保
さ
れ
た
場
合
に
も
残
る
、
否
、
理
想
的

に
獲
保
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
ま
す
ま
す
問
題
化
し
て
く
る
性
格
の
も
の
が
他
方
に
あ
る
。

そ
れ
は
、

宗
教
の
科
学
的
研
究

(国
。一一αq

一〇
亭
。・-≦
一。。。。o霧
oげ
曽即
)

と

い
う
と
き
の

「
の

(
s
)
」
の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

デ

ィ
ル
タ
イ
が
自
然
科
学
に
対
し
て
精
神
科
学
の
立
場
と
そ
れ
に
固
有
な
方

法
を
問
う
た
と
き
の
あ

の
問
題
で
あ
る
。
単
な
る
自
然
現
象
で
は
な
く
て
、
同
時
に
、
否
、
本
質
的
に
は
人
間
精
神

の
現
象

・
人
格

の
表
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現
で
あ
る
宗
教
事
象
を
客
観
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

(客
観
的
把
握
で
充
分

か
と

い
う
問
題
は
、
こ
の
場
合
、
宗
教
学
と
は
別
の
立
場
の
問
題
設
定
で
あ
る
)

こ
の
根
本
問
題

の
二
面
は
、
結
局
、
研
究
者
が
自
己

の
主
観
的
な
前
提
を
脱
し
て
、
自
己
自
身

の
も
と
に
、
自
己
な
ら
ざ
る
精
神
的
事
象
を
、
そ
の
事
象

の
固
有
性
を
う
し
な
う
こ
と
な
く
、

ど
こ
ま
で
も
事
象
自
身

の
在
り
方

に
従

っ
て
見
る
立
場
を
如
何
に
開
き
出
す
か
と
い
う
事
に
帰
着
す
る
。
こ
れ
は
、
二

切

の
証
拠
事
実
」

と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
証
拠
を
証
拠
と
み
な
す
立
場
の
問
題
で
あ
る
。

ミ

ュ
ラ
ー
や
E

・
ハ
ル
デ
イ
(比
較
研
究
と
い
う
方
法
を
方
法
論
的
に
確
立
し
た
と
さ
れ
る
)
で
は
、
こ
の
問
題
が
方
法
論
的
に
充
分
見

透
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
彼
ら
は
、
比
較
研
究
に
お
け
る
宗
教
事
象

の
確
定
お
よ
び
証
拠
事
実
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、

こ
の
問
題
を
事
実
上
取
り
扱

っ
て
い
た
。

ミ

ュ
ラ
ー
は
、
「
我
々
が
宗
教
を
判
断
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、

我
々
は
出
来
る
限
り
そ
の

開

祖

の
心

に
入

っ
て
研

究

し

よ

う
と

せ

ね
ば

な
ら

な

い

(
≦
.o
馨

。。二

蔓

ε

ω
ε
傷
績

津
鋤
ω
℃
o
器
ず
器

言

ま

o
目
言
匹

o
h
一けψ
h
o
二
昌
餌
費
)
」

と

述

べ

、
こ
れ

を
判

断

に
お

け

る

「
正

し

い
精

神

(
酔
。
ユ
σq
巨

ψ甘
腎

)
」

と

よ

ん

だ
。

ま

た

ハ
ル
デ

イ

は
研

究

方

法

と

し

て

の
比

較

を
強

調

し

つ

つ
、
「
し

か
し

未

知

な

る

個

々

の
事

象

の
中

へ
は
、

習
熟

し

た

霊

的
経

験

(
島
。

碧

。・鵬
。
ぴ
ま

①
8

器
①
謡
砿
9

。
国
薮

訂

量

σQ
)

な

し

に
は
深
ま
り
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ミ

ュ
ラ
ー
の

「精
神
」、

ハ
ル
デ
ィ
の

「経
験
」
と
い
う
こ
と
は
、

宗
教
事
象
の
比
較
研
究
を

可
能

に
す
る
間
隔
と
い
う
も
の
が
、
当
該
事
象
に
対
す
る
研
究
者

の
単
な
る
無
関
心

(竃
山
崩
臼
oヨ
)
、

研
究
者

は
客
観
性
を
維
持
す
る

た
め
に
個
人
的
信
仰
体
験
を
持
た
ぬ
方
が
よ
い
と
ま
で
極
言
さ
れ
る
よ
う
な
態
度
と
は
い
さ
さ
か
異
な

っ
た
性
質
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
両
者

に
お
い
て
は
、
不
偏
不
党
で
あ
る
こ
と
と
心
に
入
る
精
神
あ
る
い
は
習
熟
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
の

　

　

　

　

り

　

　

　

関
係

は
、
こ
れ
以
上
に
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
宗
教
学
は
、
歴
史
的
に
宗
教
と
呼
ば
れ
て
来
た
諸
事
象
間
の
比
較
研
究
が

一
応
可
能
だ

と
し
て
、
中
立
的
な
立
場
か
ら
、

し
か
し
充
分

に
慈
悲
深
い
態
度
を
も

っ
て

(
ミ

ュ
ラ
ー
)、

諸
事
象

の
研
究
を
な
し

(
い
わ
ゆ
る
比
較

宗
教
学
)
、

か
つ
そ
の
諸
成
果
を
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
宗
教
学
と
同
じ
よ
う
に
若

い
他

の
精
神
諸
科
学
、
例
え
ば
社
会
学
、

心
理
学
、
人
類

(民
族
)
学
な
ど
か
ら
、
各
々
の
立
場
に
固
有
な
方
法
に
基
づ
く
宗
教
諸
事
象

へ
の
接
近
と
解
明
が
な
さ
れ
る
に
お
よ
ん
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で
、
改
め
て
、
宗
教
を
宗
教
た
ら
し
め
て
い
る
宗
教

の
中
核
と

い
う
も

の
を
如
何
に
考
え
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
、

緻

な
方
法
論
を
展
開
し
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
現
象
学

(
理
解

の
宗
教
学
)
が
成
立
し
て
き
た
。

二
、
宗
教
現
象
学
の

「
判
断
中
止
」

そ
こ
に
精

こ

の
根

本

問

題

の

二

つ
の
面

は
、
宗

教

現

象

学

に

お

い

て

、
純

粋

即
事

性

(
『
O
一b
[⑦
Q◎
四
〇
ず
一剛0
5
犀
O
一汁)
と

体

験

的

理
解

(
〇
二
〇
げ
艮
。。琶

9、
し。
一σq

①
。。

<
巽
ω
8
び
o
昌
)

と

い
う

言

葉

に
よ

っ
て
言

い
表

わ

さ

れ

る
事

柄

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
事

柄

は
、

判

断

中

止

と

い

う

こ

の
学

の
基

本

的

方

法

に

お

い
て
本

質

的

な

相

互

関

係

を
有

し
、

ま

た
、

そ

こ

か

ら
各

々

の
本

質

的

意

義

を
得

て

き

て

い
る
。

こ

の
点

か

ら

し

て
、

宗

教

学

の
根

本

問

題

を
解

決

す

る
方

法

な

い
し
立

場

を
判

断

中

止

に
見

い
出

し

た
と

こ

ろ

に
、
宗

教
現

象

学

の
成

立

と

そ

の
立

場

の
意

義

が

あ

っ
た

と

い
え

る
。

い

ま
そ

の

一
例

を

ヴ

ァ

ン

・
デ

ル

・
レ
ー

ウ

に

つ
い

て

一
瞥

し

て
み

よ

う
。

こ

の
宗

教

現

象

学

が

、

E

.
フ

ッ
サ

ー

ル
や

M

・
シ

ェ
ー

ラ

ー
な

ど

に
よ

っ
て
代

表

さ

れ

る

い

わ

ゆ

る
哲

学

的

現

象

学

と

、

W

・
デ

ィ

ル
タ

イ

に
代

表

さ

れ

る
近
代

解

釈

学

か

ら
方

法

論

的

に
決

定

的

な

影

響

を

受

け

て
成
立

し

た

こ

と

は
周

知

の
事

実

で
あ

る
。

し

か
し

、
宗

教

現

象

学

が

ま

さ

に
宗

教

の
現

象

学

で
あ

り

理

解

の
宗

教

学

で
あ

る

と

こ

ろ

に
、

こ

の
学

の
固

有

な
意

義

と

立

場

が

あ

る
と

い
え

よ
う

。

「
現

象

学

と

は

(
我

々

に
)

自

己

を
示

し
来

た

る
も

の

(
ユ
器

o。
ド
7
N
9
σq
o
a

o
)

に

つ
い

て
語

る

こ

と

(
因
o
窪
o
)

で
あ

る
。
宗

教

と

は
、

こ

の
眼

差

し

か

ら
見

え

な
く

な

る
限

界

体

験

((甲
『
O
b
[N
⑦
『
一〇
び
]P
陣Oo)

で
あ

り
、

本

質

上

隠

れ

て

お

り

隠

れ

た

ま

ま

で
あ

る

啓

示

(O
角
o
筈

9
把
口
σq
)

で
あ

る
。

私

は

こ

の
見

え

な
く

な

る

も

の

そ

し

て
隠

れ

た
も

の

に

つ

い
て
、

し

か

し

、

ど

の
よ

う

に
語

る

べ
き

か
」

レ

ー
ヴ

が

こ

の
よ

う

に
自

問

す

る
と

き

、

宗

教

現

象

学

と

い
う

も

の

の
固
有

性

が

、

そ

の
学

の
対

象

で
あ

る
宗

教

事

象

の
固
有

な
領

域

に

共

な

う

問
題

が

、

提

示

さ

れ

て

い

る
。

彼

は
そ

の
宗

教

事
象

の
固
有

な
領

域

を
次

の
よ
う

に
言

い
表

わ

し

て

い

る
。

「
人

間
的

権

能

(
ζ

ぎ

算
同σq
犀
魯

)

の
限

界

と

神

的

権

能

の
始

源

と

が

よ

っ
て
も

っ
て

(N
¢
鑓
ヨ
日

o
口
)
、

全

時
代

の
宗

教

に
お

い
て
求

め
ら

れ

見

い
出

さ

れ

て
き

た

目
標

、

す

な

わ

ち
聖

(島
9
。。
国
o
目
)

を
形

成

す

る
。
」
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こ

こ

に
言

わ

れ

て

い
る

の
は
、

R

・
オ

ッ
ト

ー
が

『
聖

な

る
も

の
』

に
お

い
て

「
被

造

者

感

情

(
丙
8
讐
霞

σq
o
塗
霞

)
」

と

名

づ

け

た

あ

の

事

態

に

ほ
か

な

ら

な

い
。

そ
れ

を

い

ま

レ
ー

ウ

は
、

人

間

の
生

か

ら

出
発

し

て
、

生

が

自

ず

か
ら

の
限

界

に
撞

著

す

る
限

界

体

験

の
方

向

(
水

平

の
道

・
畠
o
『
ゴ
O
ユ
N
O
三

巴
o

<
奇
σq
)

と

、

本

質

的

に
人

間

の
把

握

(Ω
お
罵
o
昌
)

を
凌

駕

し

て

い
る
も

の

(飢
霧

d
げ
①
二
〇
αq
⑦
昌
α
o
)

が

人

間

的

限

界

の
彼

岸

か

ら
現

れ
出

て
来

る
啓

示

6

融
o
暮

輿
き

σq
)

の
方

向

(
垂

直

の
道

・
匹
o
『
<
〇
三

犀
巴
o

≦
-o
αq
)

と

が

交

叉

す

る

(
山
ξ

o
げ
ρ
二
臼
o
⇒
)

点

と

し

て
と

ら

え

る
。

人

聞

が

、

世

界

の
只

中

で
自

分

の
生

の
意

味

、

し

か
も

自

己

の
生

を

そ

れ

と

し

て
統

一
し

て

い
る

そ

の
終

極

的

な
意

味

(血
O
N
一〇
蝕N
叶O

qQ
陣員
昌
)

を

求

め

て
行

く

と

き

、

そ

の
統

一
の

一
な

る

こ
と

が

わ

か

る

(<
o
『
。。8
ゴ
①
口
)

だ

け

で

、

そ

の

一
を

一
た

ら

し

め

て

い
る
も

の
が

何

で
あ

る

か

は
も

は
や

人

間

的

把

握

を

超

え

(風
6
葺

σq
お

篤
σ
碧
)
、
彼

岸

的

な
凌

駕

性

と

し

か
言

い
得

な

い

「
あ

る
秘

義

(O
一]P
(
}
O
げ
O
一b
P
⇒
陣ω)
」

に
撞

著

す

る
。

こ

の
よ

う

な

「
意

味

限

界

(Q。
冒
5
σq
お
旨
N
⑦
)
」

に
立

つ
者

に
見

え

て
く

る

の

は
、

「
自

分

が

こ

の
終

極

的

な

凌

駕

性

に
到

達

す

る

こ
と

は
な

い
。

む

し

ろ

そ

れ
が

、
自

分

に

は
理

解

不

可
能

な
秘

義

に
満

ち

た
仕

方

で

、

自

分

に
到

り
来

る
」

と

い
う

事

だ

と

レ
ー

ウ

は

い
う

。

し

か
し

「
こ

の
水

平

の
道

は
、

啓

示

を
予

感

し

て

は

い
る
が

、

そ

こ

に

は
登

り

到

り

え

な

い
と

い
う
体

験

で
あ

る
」

と

い

い
、

し

か

し
そ

れ

が

当

事

者

に

「
理
解

さ

れ

て

い

る
体

験

(・く
①
『
ooけ飲
b
[(崖
一6
び
O
oo
]四
『一〇
び
b
島
ψ
)
」

で
あ

る
限

り

、

我

々

(
研

究

者

)

に
と

っ
て

も

「
理
解

さ

れ

る
現

象

(〈
費
。。蘇
p
亀

一〇
げ
2

国
げ
ぎ

0
8
0
⇒
)
」

で
あ

り

う

る

と

す

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

「
垂

直

の
道

は
啓

示

で
あ

る
。

啓

示

は

体

験

に
関

与

す

る

(
δO
一一ず
巴
)
O
】P)

け

れ

ど

も

、

決

っ
し

て
完

全

に

は

体

験

さ

れ

な

い
」

と

い

い
、
従

っ
て

、
啓

示

と

い
う

形

で
顕

現

し

て
来

る

も

の
は

、
我

々

に
と

っ
て
も

決

っ
し

て
理

解

可
能

な

現

象

と

は
な

り
得

ず

、
た

だ

当

事

者

の
体

験

に
お

け

る

そ

れ

の
反

照

(
。・。
冒

〉
び
σq
『
づ
N
巨

国
幕

げ
窪

)
、

す

な

わ

ち

そ

れ

に
向

っ
て

の
当

事

老

の
応

答

(>
9
≦
o
噌
叶)

㈲

の
み
が
我
々
に
理
解
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
故
、
レ
ー
ウ
が
限
界
体
験
お
よ
び
啓
示
と
い
う
こ
と
で
見
て
い
る
宗
教
的
事
象

の
固
有
性
は
、
当
事
者
の
生
、
そ
の
生
に
お
け
る
全
て
の
営
み
が
そ
こ
に
向
い
、
逆

に
、
そ
こ
か
ら
全
て
の
営

み
の
、
従

っ
て
生
自
身

の

意
味
を
得
て
く
る
終
極
的
な
も
の
は
、
そ
の
当
事
者
の
理
解
を
越
え
、
そ
の
限
界

の
彼
岸
に
位
置
す
る

「秘
義
」
と
し
て
体
験
さ
れ
、
逆

に
そ

の
体
験
的
な
知
そ
の
も
の
が
、
こ
の

「凌
駕
せ
る
も
の
」
か
ら
の
啓
示
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
所
に
あ
る
。
宗
教
と
い
う
も

の
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が
、

「彼

は
た
だ
凌
駕
せ
る
も
の
を
予
感
す
る
ぼ
か
り
で
は
な
く
て
、
ま
た
直
接
に
そ
の
も
の
か
ら
把
握
さ
れ
て
も

い
る
」
と
い
う
限
界

体
験
と
啓
示
の
交
叉
点
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
宗
教
事
象
と
い
う
も
の
は
、
本
質
的
に
隠
れ
た
も
の
、
人
間
的

な
理
解
力
を
凌
駕
せ

る
も
の
に
対
す
る
人
間
的
生

の
営
み
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
象
に
つ
い
て
語
る
宗
教
現
象
学
は
、
本
質
的
に
人
間
的
理
解
の

視
野
か
ら
消
え
て
ゆ
く
も
の
・
隠
れ
る
も
の
、
し
か
も
そ
れ
な
く
し
て
は
事
象

の
事
象
た
る
意
味
が
理
解
さ
れ
な
い
も

の
に
関
わ
ら
ざ
る

　
　
　
　
　
こ
　

を
え
な
い
。
そ
れ
故
、
本
質
的

に
現
象
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

「
二
律
背
反
」
に
、
宗
教
現
象
学

の
固
有
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
レ
ー
ウ
は
、
こ
の
二
律
背
反
を
た
だ
宗
教
事
象
の
理
解
に
際
し
て
本
質
的
と
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
理
解

と
い
う
も

の
に
本
質

的

な
こ
と
と
み
な
す
。
こ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
現
象
学
の
立
場
か
ら
、
さ
ら
に
は
デ

ィ
ル
タ
イ
的
解
釈
学
の
立
場
か
ら
宗
教
事
象
を
取
り

扱

う
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
固
有
な
性
格
を
も

っ
た
宗
教
事
象
と
い
う
も

の
が
先
に
見
ら
れ
お
り
、
そ
の
宗
教
事
象

の
固
有
性
に
則
し

　

ぷ

　

　

て
現

象

学

的

お

よ
び

解

釈

学

的

方

法

を

受

容

し

よ

う

と

す

る
態

度

が

窺

え

る
。

こ

の
事

は
判

断

中

止

に
関

す

る
彼

の
性
格

づ

け

に
よ
く

出

て

い
る

よ
う

に
思

う

。

現
象

と

い
う

の
は
我

々

に
現

わ

れ

て
来

る
も

の

(鉱
p
。・"
≦
器

。・
陣o
げ

二
話

N
⑦
一σq
仲)

の

こ
と

で

あ

り
、

現
象

学

と

は
、

我

々

の
体

験

上

に
立

ち
現

わ

れ

て
来

る

(
9
亀

σQ
筈

o
p
)

あ

る
事
柄

の
諸

現

象

を
、

そ

れ

ら

が
示

指

し

て

い
る

意

味

連

関

に
即

し

て

一
つ

の

有

機

的

全

体

(
o
冒

o
『
σq
鋤
艮

ωo
ず
o
ψ
O
暮

N
2
)

と

し

て
理

解

し

(
〇
二
〇
げ
三
ωヨ

餌
し。
}σq

<
興
。。
8
ゲ
o
コ
)
、

ま

た
、

ど

こ

ま

で
も

こ

の
統

一
的

全

体

が

そ

れ

自

体

と

し

て

我

々

に
透

明

(
9

8
匿

。
臣

σq
)

に
な

る

と

い
う

仕

方

で
語

る

(証

言

・
N
o
窪
σq
三
ω
)

と

こ

ろ

に
成

立

す

る

学

で

あ

る
。

そ

れ

故

に
、

こ

の
学

は
、

ど

こ
ま

で
も
現

象

の
指

示

に
従

う

と

い
う

点

で

「
純

粋

即

事

性

(器

冒
o

Qゆ
8
三

凶o
冥

o
δ

」

と

い
う

性

格

を

保

持

す

る
と

同

時

に
、

諸

現

象

の
指

示

に
統

一
を

見

い
出

し

、

諸

事

象

間

に
有

機

的

連

関

を

与

え

る

の

は
我

々

の
理

解

で
あ

る
と

い
う

点

で
、

そ

れ

は
解

釈

学

(用
固
O
「
5
P
①
】P
Q
⊆
一一犀
)

で

も
あ

る
。

こ

の

よ
う

な
主

客

関

係

の
基

礎

は
、
現

象

と

い
う

も

の
が

、
単

に
主

観

か
ら

(
観

念

論

)

あ

る

い

は
客

観

か
ら

(
実

在

論
)

の
み
演

繹

さ

れ

る
も

の
で

は

な
く

て
、

「
主

観

に
関

係
づ

け

ら

れ

た
客

観

に

し

て

客

観

に
関

係

づ

け

ら
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れ

た

主

観

(
o
葺

。・⊆
ぴ
」
o
犀
ま
⑦
N
o
σQ
o
p
o
。。
O
ぴ
」
o
町

⊆
づ
住

o
げ

o
び
」
o
写
σ
o
N
o
σq
o
⇒
o
。。
ω
¢
び
」o
宥
)
」
、

す

な

わ

ち

「
我

々

に
現

わ

れ

て
来

る
も

の
」

と

い
う
主

客

の
関

係

の
上

に
成

立

し

て

い

る
も

の
で

あ

る

と

い
う
所

に
あ

る
。

し

か

し
そ

れ

だ

け

に
、

こ

の
関

係

(守

N
陣9

舅

σq
)

の
性

格

、

さ

ら

に
は
、

関

係

の
場

と

い
う

こ
と

が

重

要

な

意

味

を

も

つ
。

我

々
と

対
象

と

の
こ

の
関

係

に

お

い

て
、

我

々
が

対

象

の
中

へ
献

身

的

に
没

頭

し

(三

昌
αQ
o
び
o
⇒
α

<
o
δ
o
爵

o
口
)
、

吾

が

生

を
対

象

の

生

(
有
機

的
意

味

連

関

)

に
順

じ

(
精

通

・
臣

三
〇
び
o
口
)
、

対

象

の
生

を

吾

が

生

の
も

と

に
見

い
出

す

(⑦
昌
a
o
o
犀
⑦
昌
)

と

し

て
も

、

な

お

ω

対
象

と

我

々
と

の
間

に
は
根

本

的

な

「
限

界

(Ω
お
⇒
N
o
)
」
が

残

る
と

レ
ー

ウ

は
言

う

。

こ

の

「
終

極

的

な
限

界

」

と

い

う

の
は
、

諸

事

象

の
根

拠

、

す

な

わ

ち
、

諸

事
象

が

そ

こ

へ
と
指

示

し
、

逆

に
、

そ

こ
か

ら
諸

事

象

の
連

関

が

根

拠

づ

け

ら

れ

て
く

る
終

極

的

な
意

味

(
事

象

の
本

質

)

へ
の

不

可
到

達

性

に
他

な

ら

な

い
。

こ

の

「
限

界

」

を

レ

ー
ウ

は

「
現

存

在

の
不

可

到

達

性

(
d
嶺
o
霞
0
8
『
げ
9
蒔

o
津
匹
①
。。

U
9
。・⑦
陣蕊

)

と

言

い
、

こ

の
限

界

を

明
確

に
知

っ
て

こ
れ

を

越

え

出

て
行

か

ぬ
態

度

を

「
差

し
控

え

(
N
ξ

二
〇
窪

』
ε
⇒

σq
)
」

と
呼

び
、

ま

た

「
判

断

中
止

(団
℃
0
6
漂

)
」

と

い
う
。

こ

の
よ

う

に
、

判

断

中

止

と

い

う
も

の
を

単

に
主
客

関
係

に
お

け

る
主

観

的

操

作

の
抑

制

と

し

て

で

は
な

く

、
根

本
的

に

は
、

対

象

に

対

す

る

我

々

の
実

存

的

な
限

界

の
自

覚

と

し

て
性

格
づ

け

る

と

こ
ろ

に
、

レ
ー

ウ

の
立

場

が

あ

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

こ

の
面

を
彼

は
次

の
よ

う

に
言

い
表

わ

し

て

い

る
。

「
こ

の
差

し
控

え

と

い
う

の

は
、

単

に
方

法

的

な

手
管

と

か
用

心

の
対

策

と

か
を

意

味

す

る

の
で

は
な

く
、

事

実

に
対

す

る

ま

っ
た
く

人

間
的

な
態

度

(5
P
①
b
「oo
O
ぴ
一一6
ず
O
qα
ノ
＼
O
『
げ
9
一什O
づ
)

の
特

性

(
臣

αQ
o
昌
費
叶)

を
意

味

す

る

の
で

あ

る

。
」

ま

た
、

判

断

中

止

を

こ

の

よ
う

な

も

の
と

し

て
性

格

づ

け

る

と

こ

ろ

か

ら
、

現

象

学

に

つ
い

て
も

、

「
現

象

学

と

は
小

賢

し

い
方

法

で

は

㈹

な
く
、

む
し
ろ
真
に
人
間
的
な
生
の
確
認
で
あ
る
」
と
言
う
。
判
断
中
止
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

さ
き

に

「
二
律
背
反
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
判
断
中
止
が
我

々
の
実
存
的
限
界
の
自
覚
化
だ
と
す
れ
ぽ
、
現
象
学
の
基

礎
か
ら
、
我
々
の
眼
差
し
か
ら
本
質
的
に
隠
れ
て
し
ま
う
も
の
に
つ
い
て
我

々
は
証
言
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
根
本
矛
盾
が
浮
上
し
て
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来

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
判
断
中
止
に
お
い
て
、
「
純
粋
即
事
性
」
と

「理
解

(解
釈
)
」
と
が
共
に
保
証
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
判
断
中
止
の
場
は
ど
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

の　

「
真

に
人

間

的

な

生

の
確

認

」

と

い
う

こ
と

を

レ
ー

ウ
は

、

「
諸

事

象

に
自

己

を

忘

れ

て
夢

中

に
な

る

の
で

も
、

自

我

に
夢

中

に

な

る

の

で

も

な

い
。

…

…
理

解

し

つ

つ
傍

に
立

っ
て
、

自

ず

か

ら

を

示
現

し

て
来

る
も

の
を
見

る

(
q。o
げ
9
仁
o
⇒
)
」

こ
と

と

説

明

し

て

い

る
。

「
傍

に
立

つ

(
N
d【居
QQ
O
一一〇

Qoけ
O
げ
O
b
.)
」

と

は
、

こ

の
場

合

、

現

存

在

の
不

可

到

達

性

と

い
わ

れ

た

そ

の
限

界

を
越

え

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

　

　

　

限
界

を
越
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
事
象
が
我
々
に
対
す
る
現
象
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
現
象

を

「
見
る
」
立
場
は

す
で
に

「自
我
」

の
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
の
立
場

は
、
自
我

の
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
む
し
ろ
脱
自
的
と
も
言
い
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
、「
私
が
」
観
察
す
る
と
は
も
は
や
言

い
え
な
い
よ
う
な
、
実
存
の
限
界
に
お
け

る
も
の
で
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な

「見
」、
す
な
わ
ち
理
解
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
根
拠
と
も
言
う
べ
き
事
態

は
ど
の
よ
う

な
も

の
で
あ
る
か
。

　

　

こ
の
点
に
つ
い
て
レ
ー
ウ
が
直
接
ふ
れ
て
い
る
の
は
、
宗
教
現
象
学
の
所
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
所
で
彼
は
、
水
平
の
道
を
た
ど
れ

ば
限
界
体
験
で
あ
り
垂
直

の
道
か
ら
す
れ
ば
啓
示
で
あ
る
よ
う
な
出
来
事

((甲O
qoO『
Oげ
Ob[)
に
対
し
て
は
、
我
々
の

「
実
存
的
態
度

(伍
霧

o×
一。。話
5
臥
巴
①
<
o
昏
巴
8
p
)
」
が
必
要
に
な
る
と
言

い
、
こ
の
実
存
的
態
度
と

い
う
も
の
が
こ
の
よ
う
な
出
来
事
に
対
す
る
心
構
え
を
決

定
す
る
所
で
は
、
ま
た
そ
れ
だ
け
、
先
入
観
が
事
象
の
理
解

に
混
入
し
な
い
た
め
に
も
、
判
断
中
止
を
方
法
的
に
前
提
す
る
こ
と
が
必
要

で
も
あ
り
当
を
得
た
こ
と
で
も
あ
る
と
述
べ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
自
問
す
る
。

「
し
か
し
、
我
々
が
観
察
し
つ
つ
遠
く
か
ら
傍
観
す
る

(豊
。。
α
臼

国
o
『⇒
o
N⊆
。。oず
o昌
)

と
し
た
ら
、
我

々
は
宗
教
の
生
命
と
い
う
も

の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

こ
こ
で
は
、
本
質
的
に
現
象
と
は
な
り
得
な
い
も
の
の
理
解
と
い
う
現
象
学
そ
の
も
の
の
基
礎

に
潜
ん
で
い
た
あ

の

「
二
律
背
反
」
が
、

宗
教
現
象
学
に
お
い
て
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
形
で
露
呈
し
て
来
る
に
共
い
、
我
々
の
実
存
的
態
度

に
お
け
る
判
断
中
止

の
問
題
が
最
も
尖

鋭
化
さ
れ
た
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
現
象
の
現
象
た
る
根
本
的
な
関
係
の
場
、
言

い
か
え
れ
ぽ
、
或
る
も

の
が
自
分
を
示
現
し
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て
来

る

と

い
う

こ
と

、

我

々
が

見

る

(
。。6
ず
9
二
〇
p
)

(
傍

観

・
N
⊆
。。o
げ
o
⇒

と

は

ち
が

っ
て
)

と

い
う

こ
と

は
、

本

来

ど

の
よ

う

な
事

態

で

あ

る

の
か
。

「
理
解
が
出
来
事

(O
o
。。9
0げ
o⇒
)

の
中

へ
浸
透
し
て
い
く
こ
と
い
よ
ー

深
く
、
よ
く
理
解
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
理
解
す
る
当
の
者

に
ま
す
ー

判
然
と
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
の
は
、
理
解
す
る
終
極
的
な
根
拠

(Ω
暑
&

)
は
自
己
自
身

の
内

に
あ

る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
分
を
限
界

の
彼
岸
か
ら

(〈
8

」。霧
。冨

9
『
9

2
N
。
プ
。
『)
理
解
し
て
い
る
或
る
他
者
の
内
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な
絶
対
的
に
妥
当
す
る
決
定
的
な
理
解
な
し
に
は
、
如
何
な
る
理
解
作
用
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど

の
よ
う
な
理
解
作

用
も

"
こ
の
根
拠
に
到
る
ま
で
は
"
、
こ
の
根
拠
に
到
達
し
て
自
分
自
身
を
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
知
す
る
以
前
に
は
、
理

解
作
用
で
あ
る
こ
と
を
中
止
す
る

(mξ
爵
O
「o
⇒
)
。

ど
の
よ
う
な
理
解
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
対
象

に
か
か
わ

っ
て
い
よ
う
と
無
関

係

に
、
終
極
的
に
は
宗
教
的
で
あ
る
」

理
解

す
る
と
い
う
こ
と
は
最
終
的
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る

(ノ＼O『Qo轡9づ
伍
O昌
1<～O『窪
O昌
)
こ
と
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う

一
つ
の
根
本
的
な

転
換
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
理
解
す
る
と
い
う
足
下

(根
拠
)
に
こ
の
よ
う
な
転
換
の
認
知

(国
蒔
oづ
づ
①昌
)
が
開

か
れ
て
く
る
故
に
、

そ
れ

は
宗
教
的
と
い
わ
れ
る
。
開
か
れ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
我

々
の
側
に
は
た
だ

「中
止
」
す
な
わ
ち
判
断
中
止
あ

る
の
み
だ
か
ら
で

あ
る
。
で
は
、
こ
の
中
止
の
う
ち
で
知
ら
れ
て
く
る
理
解

の
彼
岸
的
な
根
拠
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
成
立
し
て
い
る
主
客
関
係
と
は
ど
の

よ
う
な
も

の
か
。

現
象
と
は
我
々
に
対
し
て
自
分
を
示
現
し
て
来
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
と
そ
の
事
象
自
身
と
の
間

に
は
根
本
的
な
限

界
、
絶
対
的
な
断
絶
が
あ
る
。
こ
の
限
界
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
我
々
の
実
存
的
な
限
界
が
自
覚
化
さ
れ
る

(判
断
中
止
)
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
同
時
に
、
い
わ
ば
そ
の
断
絶
の
裏
面
に
お
い
て
、
事
象
が
そ
れ
自
身
と
し
て
、
換
言
す
れ
ぽ
、
我

々
に
と

っ
て
本
質
的
に
異
質
な

る
絶
対
他
者
と
し
て
ま
さ
に
出
現
し
て
来
る

(αQ
o。。oげ
筈
o⇒
)
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
我

々
は
こ
の
他
者

の
う
ち
に
直
接
立
つ
こ
と

は
出
来
な
い
。
「根
拠
が
他
者
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
知
、
「理
解
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
認
知

は
、
も
は
や
私
が
対
象
に
投
射
す
る
も
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の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
私
に
属
し
て
い
る
知
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
が
理
解
す
る
と
い
う
在
り
方
の
破
れ
に
お
い
て
、
言
い
か
え
れ
ば
、

「
人
間
の
態
度
」
と
し
て
の
不
可
到
達
性
と
い
う
実
存
的
限
界
に
撞
著
し
た
所
に
お
い
て
、
絶
対
的

に
受
容
せ
ら
れ

た
知
で
あ
る
。
限
界

と

い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
全
体
が
閉
じ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
ま
さ
し
く
全
体
が
全
体
で
あ
る
そ
の
直
接
的
な
裏
面
に
、

絶
対
的
と
も
い
い
う
る
開
け
が
は
じ
め
て
開
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
開
け
が
先
に
言
わ
れ
た

「
見

(。。oぼ
ξ
o⇒
)
」

と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
閉
じ
る
こ
と
が
同
時
に
開
け
を
意
味
す
る
の
が
限
界
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
限
界
に

立

つ
こ
と
が
同
時
に
見
る
こ
と

(◎QけOず
O⇒
二
昌
創
ωOげ
9二
〇⇒
)
を
意
味
す
る
。

レ
ー
ウ
が
判
断
中
止
を

「献
身
的
な
愛
」
と
言
う
の
も
こ

の
よ
う
な
面
を
見
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
、
判
断
中
止
を
前
提
に
し
て
い
る
。
こ
の
判
断
中
止
と
い
う
の
は
、
し
か
し
、
冷
淡
な
傍
観
者

の

態
度
で
は
な
い
。
逆
に
そ
れ
は
、
愛
す
る
者
が
愛
さ
れ
る
対
象
に
注
ぐ
愛
に
満
ち
た
眼
差
し
で
あ
る
。
す
べ
て
理
解
す
る
と

い
う
こ
と

⑳

は
献
身
的
な
愛

の
う
ち
に
安
ら
う
の
で
あ
る
か
ら
。」

こ
こ
に
レ
ー
ウ
の
言
う
判
断
中
止
の
意
味
が
明
確

に
出
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
対
象
を
客
観
的
に
観
察
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
対
象

と

の
遠

い
距
離

(聞
。導
o
)、

我
々
の
傍
観
者
的
態
度
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
か
え

っ
て
、

そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
対
象
自
身
が
我
々

に
直
か
に
接
し
て
来
る
よ
う
な
近
さ
、
言
い
か
え
れ
ば
、
理
解
す
る
と
い
う
中
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
理
解
す
る
と
い
う
在
り
方
自
身

の
破
れ

(「
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
」)、

理
解
す
る
者

の
実
存
的
限
界
を
通
し
て
実
存
の
も
と
に
自
覚
さ
れ
て
く
る
実
存
的
な
開
け
、
す

な
わ
ち
我

々
の
献
身
的
態
度
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
実
存
的
限
界
の
自
覚
に
お
け
る
実
存
的
な
開
け
が
判
断
中
止
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
開
け
に
お
い
て

は
じ
め
て
、
「
純
粋
即
事
性
」
と
い
わ
れ
る
絶
対
的
な
客
観
性
と

「体
験
的
理
解
」

と
い
わ
れ
る
解
釈
学
的
構
造
連

関
の
妥
当
性
と
が
同

時

に
確
保
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

レ
ー
ウ
は

「
明
証
性

(国
≦
住
o昌
N
)
と
は
そ
の
本
質

に
お
い
て
、

啓
示

に
向

っ
て
の
心
構
え

(鵠
費
o誌
oげ
9
津

N
ξ

○
融
o警
9
≡
昌
σQ
巨
づ
)
で
あ
る
」
と
い
う
。

レ
ー
ウ
の
示
し
た
判
断
中
止

の
こ
の
性
格
づ
け
、

な
い
し
こ
の
立
場



に
お

い
て
、
比
較
宗
教
学
に
お
け
る
学
的
客
観
性
と
慈
悲
深
い
解
釈
と
の
問

の
問
題
は
、

る
で
あ
ろ
う
。

一
応
、
基
本
的
な
解
答
を
え
て
い
る
と
は
言
え

三
、
問
題
-
判
断
中
止

の
場
ー

ユユ7宗 教 哲学の課題をめ ぐって

宗
教
現
象
学

の
立
場
は
、
宗
教
事
象
を
そ
の
固
有
性
に
従

っ
て
研
究
す
る
に
は
研
究
者
の
実
存
的
態
度
、
し
か
も
人
間
と
し
て
の
限
界

の
自
覚
に
基
づ
く
よ
う
な
態
度
が
本
質
的
に
不
可
分
離
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
例
え
ば
J

・
ワ
ッ
ハ
が
説
く
よ

う
に
、
研
究
者
に
要
請
さ
れ
る
条
件
と
し
て
、
対
象

に
つ
い
て
の
該
博
な
知
識
と
い
う
知
的
条
件
、
す
べ
て
の
宗
教
を
公
平
且
つ
適
切
に

取
り
扱
お
う
と
す
る
意
志
的
条
件
に
並
ん
で
、
対
象
と
し
て
の
宗
教
的
事
象
に
対
す
る
積
極
的
関
与
と
い
う
感
情
的
条
件
お
よ
び
人
間

の

性
格

に
つ
い
て
の
広
い
経
験
と
い
う
意
味
で
宗
教
的
経
験
が
掲
げ
ら
れ
て
く
る
理
由
が
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
事
象

の
客
観
的
事
実
に
即
す

る
と

い
う

「純
粋
即
事
性
」
は
、
研
究
者
が
人
間
と
し
て
の
自
己
の
在
り
方
を
通
し
て
当
の
事
象
の
事
実
性
を
自
己
の
も
と
に
発
見
す
る

と
い
う
研
究
者

の
実
存
的
な
考
察

(理
解
)
と
不
可
分
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
両
面
が

一
致
す
る
根
拠
は
、

先
述
の
よ
う
に
、

「献
身
的

な
愛
」
と
し
て
の
判
断
中
止
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

一
致

の
実
態
は
、
R

・
オ
ヅ
ト
ー
が

「
追
感
的
分
析
」
と

い
う
と
き
に
見
て

い
た
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
相
手
の
心
情
の
中
心
を
成
し
且
つ
研
究
者
に
は
概
念
的
に
把
握
さ
れ
得
な
い
未
知
な
る
X
に
直
面
す
る
と
き
、

　

　

　

　

　

　

　

相
手

の

「
こ
の
感
情
を
私
た
ち
は
論
じ

つ
つ
、
ま
た
同
時
に
、
心
に
響
か
せ
つ
つ
多
分
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
」
(『聖
な
る

も
の
』
1
傍
点
筆
者
1
)
と
言

っ
た
と
き
の
、
「追
感
」
あ
る
い
は

「
共
感
」
と
い
う
事
柄
で
あ
ろ
う
。

レ
ー
ウ
も
ま

た
別
の
書

(『宗
教

現
象
学
入
門
』
)
で
は

「
共
鳴
」
と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。

「
歴
史
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
宗
教
概
念
を
…
…
我
々
の
精
神
生
活
の
内
で
同
類
の
弦
を
共
鳴
さ
せ
る
よ
う
な
心
理
複
合
に
お
い
て
眺

め
る
と

い
う
仕
方
で
描
写
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

「
心
理
複
合
」

と
言
わ
れ
る
こ
の

「
共
鳴
」
は
、
し
か
し
単
な
る
主
観
的
な
同
感
で
は
な
く
、
歴
史
的
宗
教
概
念
が
示
す
事
実
と
の

「共
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鳴
L
と
し
て
、
純
粋
即
事
性
と
い
う
事
態
の
上
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
論
を
要
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的

な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

前
節
で
概
観
し
た
実
存
的
な
開
け
と
し
て
の

「
見

(Qっ
6冨
二
〇⇒
)
」
の
方
が
よ
り
適
切
で
あ

る
よ
う
に
も
思
え
る

が
、
ま
た

一
方
で
は
、

こ
の

「共
鳴
」
と
い
う
言
葉
が
判
断
中
止
に
お
け
る
主
客
関
係

の
構
造
を
、
或
る
意
味
に
お
い
て
は
、
事
態
的
に

よ
く
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

「
見
」

は
研
究
者

の
実
存
的
な
限
界
の
自
覚
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
、
限
界

の
裏
面
的
な
開
け
と
し
て
実
存
の
う
え
に
成
立
し
て
く
る
。

従

っ
て
、
い
わ
ば
無
私
と
も
言
え
る

一
種

の
脱
自
的
な
実
存
の
場
に
、
対
象
自
身
が
映
じ
て
く
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た

現
象
と
い
う
も
の
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
主
客
関
係
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
現
象
と
い
う
の
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
単
な
る
主

観

で
も
単
な
る
客
観
で
も
な
く
、

こ
の
両
者

の
関
係
し
合
う
現
場
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
現
象
学
の
立
脚
地
は

「
第
三
の

国
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の

「第
三
の
国
」
に
立
脚
し
て
い
る

(宗
教
)
現
象
学
の
基
本
的
な
自
己
定
位
は
、
先
述

の
如
く
、
理
解
す
る
こ
と
が

「
理
解
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
我
々
の
側
の

「
認
知
」、

あ
る
い
は

「啓
示
に
対
す

る
心
構
え
」
と
い
う
我
々
の
側
の
開
か
れ
た
態
度
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
現
象
と
い
う
主
客
関
係

の
現
場
に
立
脚
し
つ
つ
も
、

そ

の
現
場
を
な
お
主
観
の
縁
に
沿

っ
て
見
た
と
い
う
偏
り
、
実
存
に
お
け
る
開
け
を
、
い
わ
ば
そ
こ
に
事
象
が
映
じ
て
く
る
ス
ク
リ
ー
ソ

の
よ
う
に
見
な
す
態
度
が
あ
る
。
N毎

ω
聲
o
。・8
ず
⑦⇒
二
巳

。。oず
p二
〇♪

≦
霧

。。陣畠

N⑦
お
一
も
こ
の
よ
う
な
自
己
定
位
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
自
己
定
位
は
方
法
論
的
に
定

め
ら
れ
た
意
図
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
、
限
界
に
お
い
て
限
界
の
う
ち
に
踏
み
留
ま
る
と
い
う

現
象
学
の
学
と
し
て
の
立
場
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
自
ず
か
ら
が
常
に
既
に
そ
こ
に
立
脚
し
て
い
る
関
係
成
立
の

現
場
を
、
再
び
自
己
の
側
か
ら
の
み
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
の
か
。

「
人
間
的

な
態
度
」

と
い
う
こ

と

は
、
自
己
が
常
に
既
に
立
脚
し
て
い
た
現
象
自
体

の
現
場
に
実
存

の
開
け
と
し
て
自
覚
的
に
触
れ
得
た
と
き
、
そ

の
開
け
に
向

っ
て
自

己
が
投
げ
か
け
た
旧
き
自
我
の
形
而
上
学
的
な
投
影
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
少
く
と
も
宗
教
哲
学
か
ら
は
問
い
う
る
問
題
で
あ

ろ
う
。

レ
ー
ウ
は
、
「
現
象
学
は
、

た
と
え
彼
岸

へ
の
愛

に
よ

っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
の
大
地
を
家
郷

に
し
て
い
る
」
と
言
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う
。

こ
の
場
合

の

「彼
岸
」
は
現
象
学
的
な
も
の
、
先
述
の
オ

ッ
ト
ー
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
未
知
な
る
X
、
す
な
わ
ち
相
手
自
身
を
意
味

　

ぷ

　

こ

し

て

い

る
。

「
彼

岸

の
愛
」

と

は
、

従

っ
て

、

現
象

学

的
判

断

中

止
、

す

な

わ

ち
、

実

存

の
開

け

と

し

て

の

「
見
」

を
意

味

す

る
。

こ

の

　

　

　

、璽よ
う
な
開
け
に
現
象
学
は
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
開
け
に
お
い
て
実
存
の
限
界
内

に
留
ま
る
と

い

う
こ
と
が

「
大
地
を
家
郷
に
す
る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
限
界
を
越
え
る
こ
と
は
従
来
の
神
学
や
宗
教
哲
学
が
代
表
し
て

い
る
よ
う
な
形
而
上
学
の
領
域

に
踏
み
込
む
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
未
知
な
る
X
に
つ
い
て
の
自
己

の
理
解
が
同
時

に

「純
粋
即
事
性
」
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
、
家
郷
に
安
ん
ず
る
と
い
う
事
態
が
示
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
事
態
を
真

に
保
証

し
支
え
て
い
る
も
の
は
、
も
は
や
事
象
と
ス
ク
リ
ー
ソ
と
い
っ
た
よ
う
な
主
客
の
関
係
で
は
な
く
て
、
現
象

の
現
場
自
身
が
自
己
を
限
定

　

　

　

す
る
と
も
い
う
べ
き
根
本
的
な
出
来
事
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
自
己
に
対
す
る
現
象
と
い
う
こ
と
も
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
自
己

へ
反

照
し
て
く
る
こ
と
と
し
て
成
立
す
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
自
体

の
事
実
的
な
現
場
に
立

つ
と
い
う
こ
と
は
、

「人
間
の
態
度
」

と
い
う
も

の
を
前
提
に
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
超
越
的
と
映
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
事
態
は
い
わ
ゆ
る
超
越
的
な
彼
岸
に
飛
躍
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
は
全
く
異
質

で
あ
る
。

「
共
鳴
」

と
い
う
言
葉
は
、

あ
る
意
味
で
、
右

に
述
べ
た
よ
う
な
現
象
学

の
現
場
の
問
題
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は

主
客

の
間

に
お
い
て

「同
類

の
弦
を
響
か
せ
る
」

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「
問
」
が
見
ら
れ
て
い
る
故

に
、

こ
の
立
場
は

「根
源
的
経
験
主
義
」
と
も
い
わ
れ
る
。

根
源
的
と
は
、

主
客
の
間
の
絶
対
的
な
境
界
が
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ

の
間
に

「同
類
」

と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
て
い
る
故
で
あ
る
。

こ
の

「
同
類
」
な
い
し
は

「
同
質
性
」
と
い
う
こ
と
が
、
・
「
我
々
の
魂
の
中
で
眠

っ
て
い
る

も
の
を
目
ざ
め
さ
せ
る
こ
と
」、
あ
る
い
は
J

・
ワ
ッ
ハ
に
な
ら

っ
て

「自
発
的
産
出
作
用
」
と
も
い
わ
れ
る

「共
鳴
」
が
、
同
時
に
「純

粋
即
事
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
レ
ー
ウ
は
、

こ
の

「同
類
」

の
根
拠
を
、

「本
質
的
に
人
間
的
な

る
も

の
は
常
に
本
質
的
に
人
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
且
つ
斯
る
も
の
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
デ

ィ
ル
タ
イ
の
言
葉
に
求
め
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
人
間
的
な
も
の
」
を
根
拠
に
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
主
客

の
共
に
立
脚
し
て
い
る
場
、
し
か
も
そ
の
場
自
身
の
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自

己
限
定
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
予
想
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
レ
ー
ウ
に
お
け
る
こ
の

「
人
間

的

な
も

の
」
の
導
入
は
、
彼
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
ど

こ
ま
で
も

「純
粋
即
事
性
」
と
い
う
客
観
主
義
を
表
明
す

る
立
場
に
と

っ
て
は

一
つ
の

「危
険
」、
す
な
わ
ち

一
つ
の
形
而
上
学
的
概
念
の
導
入
と
い
う
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

宗
教
現
象
学
が
現
象
の
現
場
に
お
い
て
も
つ
こ
の
よ
う
な
自
己
定
位

は
、
こ
の
学

の
諸
成
果
に
対
し
て
提
せ
ら
れ
る
諸
批
判

の
原
因
と

も
な
る
。
例
え
ば
、
そ
の
研
究
は
時
と
し
て
、
近
代

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
観
点
か
ら
す
る
宗
教
解
釈
に
終
始
し
て
い
る
と
い
う
批
判
、
あ

る
い
は
、
そ
の
諸
成
果
が
、
人
間
存
在
に
お
け
る
理
念
、
あ
る
い
は
研
究
者
の
実
存
を
通
し
た
宗
教
の
位
置
づ
け
と

い
う
宗
教
哲
学
を
欠

落

し
た
ま
ま
に
、

専
ら
過
去
の

一
文
化
現
象
の
客
観
的
な
解
明
と
し
て
様

々
に
提
示
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
結
局
、

「神
が
人
間
を
創

っ
た
の
で
は
な
く
、
人
間
が
神
を
創

っ
た
」
と
い
う

二
ー
チ

ェ
の
あ
る
テ
ー
ゼ
を
実
証
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
批

判

な
ど
で
あ
る
。

勿
論
こ
れ
ら
の
問
題
が
た
だ
宗
教
現
象
学
に
の
み
起
因
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の
批
判
も
宗
教
現
象
学
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
現
象
学
が
こ
れ
ら
の
問
題

の
枠
外
に
あ
る
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
現
象
学

の
自
己
定
位
と
い
う

観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
見
て
み
る
な
ら
ば
、
第

一
の
問
題
は
、

レ
ー
ウ
が

「
人
間
の
態
度
」
「
人
間
的
な
も
の
」
と

い
う
と
き
、
先
入
観

が
否
定
さ
れ
て
あ
る
は
ず
の
判
断
中
止
の
場
に
、
や
は
り

一
つ
の
根
本
的
な
先
入
観

(自
我
の
投
影
と
先
に
呼
ん
だ
も
の
)
が
導
入
さ
れ

　

　
　

　
ぷ

　
ぎ

　

て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
近
代
人
間
学
に
投
げ
か
け
た
と
同
じ
批
判
が
妥
当
す
る
で
あ
ろ

う
。
「
人
間
学
と
は
、

人
間
と
は
何
で
あ
る
か
を
根
本
的

に
既
に
知

っ
て
お
り
、
且
つ
そ
れ
故
に
、
人
聞
と
は
何
者
な
る
か
を
決

っ
し
て

問

い
得
な
い
人
間
の
か
の
解
釈
の
こ
と
で
あ
る
」
(『森

の
道
』)
。

第
二
の
問
題
は
、

あ
る
面
で
は
宗
教
現
象
学
に

と

っ
て
は
矯
外
の
問

題
、
専
ら
客
観
的
記
述
的
に

「
過
去
の
」
宗
教
事
象
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
立
場

に
対
し
て
、

一
種
の
な
い
物
ね
だ
り
で
あ
る
と
い
う
観

が
あ
る
。
し
か
し
、
経
験
的
所
与
で
あ
る
宗
教
事
象

の
解
明
と
い
う
そ
の
立
場
が
、
研
究
者
の

「
実
存
的
態
度
」
と
不
可
分
で
あ
り
、
そ

の
実
存
的
な
開
け
に
お
け
る
過
去
と
の

「共
鳴
」
が

「
目
ざ
め
」
と
か

「自
発
的
産
出
作
用
」
と
見
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理



解
と

か
解
釈
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
解
釈
は
、
研
究
者
の
歴
史
的
実
存
状
況
に
無
関
係
に
成
り
立

つ
純
粋
な
記
述
と
い
う
域
を

あ
る
面
で
は
越
え
て
、
新
し
い
歴
史
的
状
況
を
産
出
す
る
過
去
と
の
対
話
と
い
う
意
味
を
有
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
面
か
ら
す

れ
ば
、

こ
の
問
題
が
宗
教
現
象
学
に
と

っ
て
ま

っ
た
く
異
質
で
あ
る
と
は
言
い
え
な
い
面
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第

一
の

問
題
も
第

二
の
問
題
も
、

レ
ー
ウ
が

「
す
べ
て
の
理
解

の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
信

(Ω
『
=
び
o)
」

(『宗
教
現
象
学
』
)

と
い
っ
て
い
る
よ

う
な
宗
教
現
象
学
の
基
底
を
掘
り
お
こ
す
作
業
、
す
な
わ
ち
、
現
象
を

一
つ
の
出
来
事
と
し
て
そ
の
現
場
で
考
察
し
、
実
存
の
開
け
と
い

う
事
態
を
そ
の
実
存

の
場
で
実
存
的

に
考
察
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
察
は
既
に
宗
教
哲
学
に
属
す

る
。

四
、
問
題
の
移
行
1

「
実
存
的
な
態
度
」
ー
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
事
柄
は
、

い
わ
ぽ
方
法
論
の
領
域
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
。
宗
教
的
事
象
の
証
拠
事
実
と
い
う

こ
と
が
如
何
な
る

立
場

か
ら
言
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題

の
精
緻
な
考
察
は
特
に
宗
教
現
象
学
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
は
、
歴
史
的

一
事
象
と
し
て
の
宗
教
を
そ
の
宗
教
た
ら
し
め
て
い
る

「終
極
的
な
意
味
」
の
確
定
、
従

っ
て
宗

教
が
宗
教
で
あ
る

そ
の
中
核

の

「
明
証
性

(国
く
こ
o嵩
)
」
は
、
「
啓
示
に
対
す
る
心
構
え
」

と
い
う
研
究
者

の

「実
存
的
な
態
度
」
と
本
質
的
に
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
事
は
、
理
解
の
基
礎
が

「
共
鳴
」
と
さ
れ
、
そ
の

「共
鳴
」
が

「我
々
の
中
で
眠

っ
て
い
る
も

の
を
目

ざ
め
さ
せ
る
」
こ
と
と
言
わ
れ
る
所
に
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の

「
目
ざ
め
」
は
、
あ
る
意
味
で
、
研
究
者
の
人
間
と
し
て
の

「
目
ざ
め
」

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
研
究
者
に
彼
自
身
の
存
在

の
何
た
る
か
を
知
ら
し
め
彼
の
生
命
と
な
る
よ
う
な
、
彼
自
身

の
実
存

の
実
存
的
な

覚
醒

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
対
象
た
る
相
手
と

「同
類

の
弦
を
響
か
せ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

「
終
極
的
な
意
味
」
を
理

解
す

る

「純
粋
即
事
性
」
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
は
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
現
象
学
的
方
法
と
し
て
の
判
断
中
止

と
結
び

つ
い
て
見

ら
れ
た
宗
教
現
象
学
に
お
け
る

「実
存
的
な
態
度
」

の
特
色
、
引
い
て
は
、
こ
の
学
の
自
己
定
位
の
特
色
が
あ
る
。

「
啓
示

に
対
す
る
態
度
」

と
い
う
最
勝
義
の

「実
存
的
な
態
度
」
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
我
々
の
根
本
的
な
限
界
を
意
味
す
る
。
限
界
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は

一
面
、
我
々
の

「人
間
的
な
態
度
」
の
縁
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
事
象
自
身
が
示
現
し
て
来
る
ス
ク
リ
ー

ン
と
し
て
、
事
象
自
身

に
向

っ
て
開
か
れ
た
実
存
的
な
開
け
で
あ
る
。

そ
こ
に
、

「
理
解
す
る
こ
と
」
が

「理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
し

て

「
認
知
」
さ
れ
る

「
絶
対
的
に
妥
当
す
る
」
理
解
が
成
立
す
る
。
従

っ
て
、
現
象
の
基
礎
に
は
、
そ
こ
か
ら
我
々
の
理
解
と
事
象
自
身
と
が

「純
粋
即
事
性
」

で
結
び
つ
け
ら
れ
て
来
る
主
客

一
致
の
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(先
に
現
象

の
場
と
い
う
言
葉
で
示
し
た
の
も

こ
れ
で
あ
る
)。
我

々

に
お
け
る

「理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
」

の
認
知
が
、

い
わ
ぽ
こ
の
よ
う
な
場
の
反
映
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

「絶

対
的
」
と
い
う
性
格
を
持
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

レ
ー
ウ
は
こ
の
よ
う
な
場
の
成
立
を
現
象
学
の

「
信
」

に
留
め
る
。
こ
こ
に
、

　

　

　

　

し

　

　

　

　

「
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
破
れ
、
実
存

の
開
け
に
お
い
て
、

そ
の
開
け
を
な
お
、

我
々
に
対
す
る
事
象
の
示
現
、
事
実
に
対
す
る
我

　

々
の
態
度
と
い
う

「
根
源
的
経
験
主
義
」

の
立
場
で
と
ら
え
る
彼
の
立
場
の
自
己
定
位
が
あ
る
。
確
か
に
、

一
方
で
科
学
的
な
経
験
的
実

証
性
と
い
う
立
場
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

レ
ー
ウ
の
自
己
定
位
は

一
つ
の
限
度
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
は
こ
の
限
度
の

う
ち
に
踏
み
留
ま
る
。
し
か
し
、
彼
を
踏
み
留
ま
ら
し
め
る
も
の
は
、
彼
の
宗
教
現
象
学
が
指
し
示
し
て
い
る
方
向

と
は
別
な
、
彼
が
考

察

の
出
発
点
に
お
い
て
前
提
し
受
容
し
て
い
た
経
験
科
学
の

「
素
朴
な
信
念
」

(主
観
と
客
観
お
よ
び
そ
の
両
者
間

の
関
係
)
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
い
わ
ぽ
前
進
す
る
彼

の
背
中
越
し
に
彼
の
前
方
を
さ
え
切
る
。
先
に
、
旧
い
自
我
の
形
而
上
学
的
投
影
と
呼
ん
だ
の
も
こ
れ
に

外

な
ら
な
い
。
彼
が
自
か
ら
の
宗
教
現
象
学
の
基
底
に

「信
」
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆

に
見
れ
ば
、
前
提
さ
れ
た
こ
の
関
係
が
、

そ
こ
に
お
い
て
新
た
な
光
に
照
し
出
さ
れ
、
新
た
な
姿
を
と

っ
て
出
て
く
る
境
界
を
示
し
た
と
も
言
え
る
。

レ
ー
ウ
が

「啓
示
に
対
す
る
心
構
え
」
と
呼
ぶ
実
存
の
開
け
は
、
客
観
に
対
す
る
主
観
の
開
け
、
絶
対
に
他
な
る
も
の
に
対
す
る
我
々

の
絶
対
的
な
受
容
の
場

の
開
け
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
ど
こ
ま
で
も
事

に
即
し
純
粋

に
相
手
を
相
手
自
身
と
し
て
知
る
と
い
う
こ
と
が

　

こ
の
よ
う
な
実
存

の
開
け
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、

こ
の
実
存
の
開
け
が
ま
さ
に
実
存

の

開
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
我
々
の
実
存
に
お
け
る
実
存
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
面
が
隠
蔽
さ
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
。

　

　

実
存
の
開
け
に
外
な
ら
な
い
自
己
が
ま
さ
に
そ
の
開
け
の
現
場
で
見
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
純
粋
に
即
事
的
で
在
る
と
い
う
こ



　

　

と
が
、
そ
の
ま
ま
で
自
己
の
実
存
で
在
る
と
い
う
、
実
存
の
事
実
を
実
存
し
て
い
る
場
で
実
存
的
に
受
容

(自
覚
)
す

る
眼
差
し
が
欠
落

し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
に
、

「
実
存
的
な
態
度
」

に
お
け
る

「
目
覚
め
」
と
し
て
成
立
す
る
理
解
が
、

自
己
の
実
存
に
と

っ
て
の
事

柄
、
自
己
自
身
の
事
柄
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
実
存
に
と

っ
て
は
無
関
係
な
、
単
に

(或
は
純
粋
に
)
客
観
的
な
対
象
の
事

柄
と

し
て
説
明
さ
れ
て
く
る
理
由
が
あ
る
。
従

っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
事
実
を
事
実
自
身

に
即
し
て
知
る
と
い
う
こ
と
及
び
そ
の
内
容

(宗

教
現
象
学
の
と
そ
の
諸
成
果
)
が
、
我

々
の
現
実
の
生
に
と

っ
て
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
の
か
と

い
う
問
題

(換
言
す
れ
ぽ
、
記
述
的

な
研
究
が
ど
こ
ま
で
も
そ
の
立
場
と
意
味
を
失
う
こ
と
な
く
、
同
時
に
、

規
範
的
研
究
に
生
か
さ
れ
、

「あ

っ
た
事
実
」
が

「
あ
る
べ
き

真
実
」
に
転
ず
る
転
換
点
)
は
、
実
存

の
開
け
の
実
存
的
な
考
察

(自
覚
)
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五
、
「宗
教
的
要
求
」
の
立
場
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宗
教
的
要
求
が
立
場
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。

『善

の
研
究
』

に
関
し
て
立
場
と
い
え
ば

「
純
粋
経
験
の
立
場
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

「
宗
教
的
要
求
」

と
い
う
の
は
そ
の
立
場
に
お
い
て

「最
深

の
統

一
を
求
め
る
」
段
階
を
意
味
す
る
。

し
か
し
宗
教

の
考
察
に
当

っ
て
特

に

「
宗
教
的
要
求
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
点
を
、
「純
粋
経
験
の
立
場
」
と
の
関
連

に
お
い
て

一
瞥
し
て
み
よ
う
。

「
純
粋
経
験
の
立
場
」
と
い
う
の
が

「
純
粋
経
験
を
唯

一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
と　

す
れ
ば
、

こ
の
立
場
は
、
自
分
の
外
な
る
客
観
的
な
対
象
の
実
在
を
主
観
が
経
験
す
る
立
場
と
は
異
な
る
。
純
粋
経
験

は
対
象
の
実
在
を

　

知

る
経
験
で
は
な
く
、
純
粋
経
験
が
唯

一
の
実
在
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら

「
す
べ
て
を
説
明
」
す
る
立
脚
地
で
あ

る
。
し
か
し
ま
た

こ
の
立
場
は
、

い
わ
ゆ
る
心
理
主
義
あ
る
い
は
観
念
論
の
立
場
で
も
な
い
。
そ
れ
は

「純
粋
経
験
」
と
い
わ
れ
る
立
場
が
根
本
的
に
実
在

を
経
験
す
る
立
場
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
純
粋
経
験

の
立
場
」
は
、

経
験

の
主
体
と
そ
の
対
象
、

あ
る
い
は

一
般
的

に
主
と
客
と
い
う

二
つ
の
も
の
を
、
考
察

の
出
発
点
に
前
提
す
る
立
場
で
は
な
い
。
む
し
ろ
主
と
客
お
よ
び
そ
の
両
者

の
関
係
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
か
ら
反

省
に
の
ぼ

っ
て
来
る
最
も
原
初
的
な
発
端
、

「真
に
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
」
に
直
接
立
脚
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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原
初
的
な
発
端
は

「色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は

「我
が
こ
れ
を
感
じ
て
い
る
」
と
か
、
「
こ
の
色
、
こ
の
音

は

何

で
あ
る
と
い
う
判
断
」
以
前
の

「真
に
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
」、

つ
ま
り
、
真
に
厳
密
な
意
味
で

「
経
験
す
る
」
と
い
う
事
実
が
事

実
的
に
成
立
し
て
い
る
状
態
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

「経
験
す
る
」
と
い
う
事
は
、
「事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
」
「
全
く

　

自
己
の
細
工
を
棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
純
粋
経
験
」
と
は

"
(私
が
)
何
か
を
経
験
す
る
"
と
い
う

と
き
の
元
本
的

(純
粋
)
な

「経
験
す
る
」
事
実
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
純
粋
経
験
に
お
い
て
は
、
音
の
鳴

る
事
実
と
私
が
聞
く

　

　

事
実
と
は
未
だ

「
私
が
音
を
聞
く
」
と
い
う
形
に
は
分
離
し
て
判
断
さ
れ
ず
、
た
だ

「
音
を
聞
く
」
と
い
う

一
事

の
現
実
あ
る
の
み
で
あ

る
。
従

っ
て

「
純
粋
経
験
の
立
場
」
と
い
う
の
は
、
「
私
が
音
を
聞
く
」

と
い
う
形
で
意
識
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
経
験
の
立
場
を
、
そ

の
基
礎

の
方
向

へ
破
り
出
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
が
そ
も
そ
も
可
能
と
な
る
経
験
そ
の
も
の
の
純
粋
な
事
実

に
立

っ
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。

こ

の
よ
う
な
立
場
に
出
で
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、

何
か
を
経
験
し
て
い
る
所
に
お
い
て
、

そ
の
所
を
は
ず
さ
ず

「
経
験
す
る
」

事
実
に

　

　

　

「
純

一
」
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
故
に

「自
己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
と
き
、
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
。
知
識
と
そ
の

対
象
と
が
全
く
合

一
し
て
い
る
。
こ
れ
が
経
験
の
最
醇
な
る
も
の
で
あ
る
」

(傍
点
筆
者
)
と
い
わ
れ
る
。

こ
の

「
直
下
に
経
験
す
る
」

　

と

い
う
こ
と
は
、
経
験

の
現
場
に
お
け
る
経
験
す
る
者
の
実
存
的
な
開
け
、
何
か
を
経
験
す
る
と
い
う
経
験
者
の
自
己
意
識
の
も
と
に
主

客
合

一
と
い
う
純
粋
経
験

の
場
が
開
か
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

"
純
粋
経
験
が
唯

一
の
実
在
で
あ
る
"
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
が
事
実
で
在
る

「事
実
そ
の
ま
ま
」
が
即
ち

「そ

の
ま
ま
に
知
る
」
知

の
事
実
で
あ
り
、
こ
の
両
面
が
直
接
に

一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に

「
経
験
す
る
」
と
い
う
事
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の

直
接
な
る

一
は
主
観
か
ら
も
客
観
か
ら
も
出
て
来
ず
、

む
し
ろ

「主
客
の
別
を
打
破
し
た
る
直
覚
」

の
事
実
と
し
て
、

事
実
自
身

(「
音

を
聞
く
」)

の
現
前
で
あ
る
。

「
独
立
自
全
」
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
一
事
実
の

「
独
立
自
全
の
活
動
」
と
し
て
、

「主
客
合

一
」

の
一
す
な

わ
ち
純
粋
経
験
が
成
立
し
て
い
る
。

こ
の

「動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
」
が

「
主
客
の
未
だ
分
れ
ざ
る
独
立
自
全
の
真
実
在
」
で
あ
る
。

純
粋
経
験

の
事
実
と
は
こ
の
よ
う
な

「独
立
自
全
の
事
実
」
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
「独
立
自
全
な
る
真
実
在
」
の
活
動
が

「
純
粋
経
験
」
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で
あ

る
と

い
う

の
が

、
"
純

粋
経

験

が

唯

一
の
実

在

で
あ

る
"

と

い
う

意

味

で
あ

る
。

　

　

　

"
純
粋
経
験
が
唯

一
の
実
在
で
あ
る
"
と
い
う
こ
と
、
言

い
か
え
れ
ば
、
純
粋
経
験
が
立
脚
地
に
な
る
の
は
、
上
述

の
よ
う
に
、
純
粋

経
験

の
場
は
経
験

の
現
場
に
お
け
る
経
験
者
の
実
存
的
な
開
け
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
れ
は

「全
く
自
己
の
細
工
を
棄

て
る
」
と
か

「自

己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
す
る
」
と
か
、
あ
る
い
は

「
主
客
の
別
を
打
破
す
る
」
と
か
の
行
為
を
通
し
て
開
か
れ

て
く
る
場
で
あ
る
。

こ
の
場
は

一
面

「主
客
を
没
し
た
る
」
と
か

「主
客
相
没
し
」
と
言
わ
れ
る
合

一
の
一
な
る
場
で
あ
る
が
、
反
面
そ
れ

は
、
上
記

の
如
き

「
独
立
自
全
の
活
動
」
す
る
界
で
あ
る
。
そ
の
活
動
と
は
真

の
意
味
で

「経
験
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
「音
を
聞
く
」
と

い
う

一
事
が
真

に

現
実

(「
天
地
唯

一
の
現
実
」)
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
の
経
験
は
、

「真
実
在
」

の
お
の
ず
か
ら
な

る
発
展
と
自
己
が

一
つ
に
な

っ
て

「経
験
す
る
」
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。

一
つ
に
な
る
こ
と
が

「会
得
」
と
か

「
自
得
」、

あ
る
い
は

「
直
覚
自
得
」
と
言

わ
れ

る
。

つ
ま
り
、
主
体
的
な
行
為
を
通
し
開
か
れ
て
く
る
実
存
的
な
開
け
は
、
開
け
自
身
の
自
覚
を
も
つ
の
で
あ
る
。

「自
覚
と
は
部

ぬ

分
的
意
識
全
体
が
全
意
識
の
中
心
に
於
て
統

一
せ
ら
る
玉
場
合
に
伴
ふ
現
象
で
あ
嶺
」
と
い
わ
れ
る
。
純
粋
経
験
は
た
だ

「事
実
そ
の
ま

ま
に
知
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
知

は
同
時

に
純
粋
経
験

の
自
覚
知
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に

「
純
粋
経
験

の
統

一
せ
る
状
態
を

失
う
」
と
い
う
こ
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

　

　

以
上
の
如
く
、
「純
粋
経
験

の
立
場
」
と

い
う

の
が
、

実
在
を
知
る
立
場
で
は
な
く
、

純
粋
経
験
が
唯

一
の
実
在
で
あ
り
、
そ
の
立
場

は
純
粋
経
験
の
自
覚
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
構
造

に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
構
造
は
宗
教
的
要
求

に
お
い
て
最
も
ラ

デ
カ

ル
な
姿
で
現
わ
れ
る
。

「
宗
教
的
要
求
は
自
己
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
、
自
己
の
生
命
に
就
い
て
の
要
求
で
あ
る
。
我

々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限

な
る
こ
と
を
覚
知
す
る
と
共
に
、
絶
対
無
限
の
力
に
合

一
し
て
之
に
由
り
て
永
遠
の
真
正
命
を
得
ん
と
欲
す
る
の
要
求
で
あ
る
。
…
…

真

正
の
宗
教
は
自
己
の
変
換
、
生
命

の
革
新
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
…
…

一
点
尚
自
己
を
信
ず
る
の
念
が
あ
る
間
は
未
だ
真
正
の
宗
教

oo

心
と
は
い
は
れ
な
い
の
で
あ
る
」
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我

々
の
自
己
が

「
自
己
に
対
し
て
」

「自
己
の
生
命

に
つ
い
て
」
永
遠

の
真
生
命
を
得
ん
と
欲
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
宗
教
的
要
求
と

言

わ
れ
て
い
る
。
我
々
の
自
己
が
永
遠
の
真
生
命
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
我
々
が
宗
教
を
求
め
救
い
を
求

め
る
と
き
の
姿
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
「
自
己

の
生
命
」
と

「
永
遠
の
真
生
命
」
と
の
間
に
は
、
「
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
こ
と
を
覚
知

す
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

絶
対
的
な
断
絶
が
あ
る
。

こ
の
断
絶

の
絶
対
性
は
、
「
永
遠
の
真
正
命
」
が
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も

も

は
や

「
自
己
の
生
命
」
と
は
言
え
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「現
世
利
益

の
た
め
に
」
、
「
往
生
を
目
的
と
し
て
」、
さ
ら
に

「
自
己
の

安
心
の
た
め
に
」
す
ら
宗
教
を
求
め
る
の
は

「誤

っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
。

「永
遠

の
真
生
命
」

は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
自
己

の
延
長
線
上
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
如
何
な
る
意
味

に
お
い
て
も
自
己
で
な
い
絶
対
の
他
が
、

一
体
何
故
に
且
つ
ど
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
得

る
の
か
、
そ
も
そ
も

こ
の
よ
う
な
要
求
が
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
の
か
。

「宗
教
的
要
求
」
は
こ
の
よ
う
な
問
題
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

自
己
が
永
遠
の
真
生
命
を
欲
す
る
と
い
う
事
実
に
お
い
て
、

"自
己
が
欲
す
る
"

と
い
う
要
求
の
も
と
を
探
る
、
そ

の
よ
う
な
求
め
方
が

「
宗
教
的
要
求
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「宗
教
的
要
求
は
自
己
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
、

自
己
の
生
命
に
つ
い
て
の
要
求
で
あ
る
」

と
最
初

に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
事
情
を
窮
せ
る
で
あ
ろ
う
が
、
端
的
に
は

「欲
求
が
我
々
の
自
己
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
"
自
己
が
欲
す
る
"
と
い
う
自
己
の
所
在
が
先
ず

"
欲
す
る
"
と
い
う
欲
求
の
事
実

に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
来
る
。

㈹

「我

々
の
精
神
は
欲
求
の
体
系
で
あ

っ
て
、
此
体
系
の
中
心
と
な
る
最
も
有
力
な
る
欲
求
が
我
々
の
自
己
で
あ
る
」

こ
の
欲
求
は
精
神
の
統

一
を
求
め
る
。
こ
の
要
求

の

「極
点
」
に

「宗
教
的
要
求
」
が
位
置
す
る
。

「極
点
」

と
は
、
こ
の

「要
求
」
が

求

め
来
た
り
探
ね
来
た

っ
て
最
後

に
な
お
得
る
こ
と
の
出
来
な
い
精
神
の
究
極
的
な
統

一
、
精
神
生
命

の
中
核
を
な
す
終
極
的

一
点

へ
の

要
求
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「自
己
の
生
命
に
就
い
て
の
要
求
」

を
そ
の
要
求
の
出
て
く
る
も
と

へ
探
究
す
る
と
い
う
実
存
の
実
存
的
な

求

め
方
に
お
い
て
、
「宗
教
的
要
求
は
我
々
の
已
ま
ん
と
欲
し
て
巳
む
能
は
ざ
る
大
な
る
生
命
の
要
求
で
あ
る
」
と
言

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
已
ま
ん
と
欲
し
て
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
こ
が

「自
己
の
生
命
」

の
限
界
、
絶
対
の
断
絶
の
現
前
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
巳
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む
能

は
ざ
る
」
と
は
、
絶
対
の
断
絶
に
臨
み
つ
つ
も
、
な
お
そ
こ
に
得
る
こ
と
の
出
来
な
い
生
命
の
中
核

へ
の
要
求
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑯

「
絶
対
的
統

一
は
唯
全
然
主
観
的
統

一
を
棄
て
て
客
観
的
統

一
に

}
致
す
る
こ
と
に
由
り
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

こ
こ
に

「客
観
的
統

一
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
先

に

「永
遠

の
真
生
命
」
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
ま
客
観
的
と
言
わ

れ
る

の
は
、
主
観
的

・
意
識
的
統

一
と
の
間

に
絶
対
の
断
絶
が
介
在
す
る
故
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
主
観
的
統

一
」

の

「極
点
」
に

「
宗

教
的

要
求
」
は
位
置
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
要
求
そ
の
も
の

(「
巳
む
能
は
ざ
る
大
な
る
生
命

の
要
求
」)

に
よ

っ
て
、
要
求
の
主
体
そ
の

も
の

(主
観
的
統

一
性
)
が
そ
の
根
本
か
ら
破
ら
れ
る
こ
と
、

主
体
的
に
は
、

己
を

「棄
て
る
」
(し
か
し
こ
の
場
合

は

"棄
て
よ
う
"

と
の
要
求
も

「棄
て
る
」
。
「
安
心
の
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
す
ら
棄
て
る
)
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
絶
対
的
な
自
己
放
棄
は
、
「
要
求

す
る
」
主
体
の
底
に
絶
対
的
な
実
存

の
開
け
が
実
存
的
に
開
か
れ
て
来
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
開
け
が

「客
観
的
統

一
」
と
の

コ

致
」

の
場
と
な
る
。
し
か
し
こ
の

「
一
致
す
る
こ
と
に
由
り
て
」
と
い
わ
れ
る

コ

致
」

は
何

に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
先

に

「絶
対
無
限

の
力
に
合

一
し
て
」
と
い
わ
れ
た
事
柄

の
外

に
な
い
。

こ
の

「
絶
対
無
限
」

と
い
う
の
は
上
に

「絶
対
的
統

一
」
と
呼
ば
れ

た
も

の
に
外
な
ら
な
い
。

「絶
対
無
限

の
力
」
と
は
ま
さ
に
絶
対
の
断
絶
を
破

っ
て
主
観
的
統

一
と
客
観
的
統

一
と
を
絶
対
的
に
統

一
す

る
力

で
あ
る
。
自
己
の
究
極
的
統

一
つ
ま
り
真
の
自
己
自
身
を
求
め
る

「
宗
教
的
要
求
」
は

「要
求
す
る
」
主
体

の
根
本
的
な
破
れ
を
通

し
て
は
じ
め
て
成
就
す
る
。
す
な
わ
ち

「永
遠
の
真
生
命
」
に
到
る

(得
る
)
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
主
観
が
た
だ
無
私
的
と
な

っ
て

客
観
を
映
す
、
あ
る
い
は
客
観
の
器
の
如
く
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
こ
迄
は
ま
だ
主
観
と
そ
れ
に
対
す
る
客
観
、
従

っ
て
ま
た
両

者
の
間
に
介
在
す
る
絶
対
的
な
断
絶
と
い
う
も
の
が
残
る
。
そ
の
限
り
で
は
両
者
の
元
底
に
留
ま
っ
て
い
た
絶
対
無
限

の
統

一
が
、
こ
こ

で
は
、

そ
の
断
絶
を
破

っ
て
自
ず
か
ら
現
前
し
て
来
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に

「
天
地
唯

一
指
、

万
物
我
と

一

体
」

と
も
言
わ
れ
う
る
よ
う
な
絶
対
的
統

一
、
す
な
わ
ち
主
は
ど
こ
ま
で
も
主
で
あ
り
、
客
は
ど
こ
ま
で
も
客
で
あ

っ
て
然
も
両
者
が
真

に
交
渉

し
合
う

一
つ
の
現
実
世
界
が
在
る
。
翻

っ
て
見
れ
ば
、
精
神

の
究
極
的
統

一
を
求
め
る
宗
教
的
要
求

は
、

こ
の
よ
う
な
絶
対
的
統

一
に
我

々
の
自
己
が
本
来
的
に
基
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
起
る
要
求
で
あ
り
、
ま
た
、
「
主
観
的
統

一
」
に
対
す
る
絶
対
の
他
と
し
て
、
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「
客
観
的
統

一
」
と
も
言
わ
れ
る

「永
遠
の
真
生
命
」
が
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
統

一
の
行
為

(
己
を

「棄
て
て
」

そ
れ
を

「得
ん
と
欲

す
る
」
主
体
的
行
為
)
の
上
か
ら
す
る
現
実
的
な
目
標
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
こ
そ

「宗
教
的
要
求
」

の
本
来

の
状
態
が
見
ら
れ
る
の
も

当
然
で
あ
る
と
言
え
る
。

概
略
こ
の
よ
う
な

「
宗
教
的
要
求
」

に
お
け
る
主
客
お
よ
び
そ
れ
ら
の
関
係

の
場
と
い
う
三
者
の
関
連
は
、

そ

の
自
覚
形
体
と
し
て

「愛
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

「愛

に
於
て
二
つ
の
人
格
が
互
に
相
尊
重
し
相
独
立
し
な
が
ら
而
も
合

一
し
て

一
人
格
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
考
え
れ
ぽ
神

は

無
限

の
愛
な
る
が
故
に
、
凡
て
の
人
格
を
包
含
す
る
と
共
に
几
て
の
人
格

の
独
立
を
認
め
る
と

い
ふ
こ
と
が
で
き

る
」

宗
教
的
要
求

の
立
場
は
、
自
己
に
お
い
て
宗
教
が
求
め
ら
れ
て
く
る
事
実

に
立
脚
し
つ
つ
、
そ
の
要
求
の
起
る
も
と
を
実
存
的
に
究
明

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
宗
教
の
何
で
あ
る
か
を
実
存
的
に
解
明
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
究
明
の
仕
方
お
よ
び
そ
こ
に
自
覚
的
に

開

か
れ
て
き
た
立
場
は
、
現
象
学
の
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
形
体
を
宗
教
現
象
学
に
見
た

レ
ー
ウ
の
立
場
を
、
そ
の
立
場
の
可
能
な
る
基

へ
破
る

と
共
に
、
却

っ
て
そ
こ
か
ら
生
か
し
得
る
哲
学
的
洞
察
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
究
明
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
が
真

の
自
己
自
身

(絶

対
的
統

一
)
を
求
め
自
己
に
成
る
自
覚
的
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の

一
々
の
過
程
は
い
わ
ぽ
神
か
ら
の
呼
び
か
け
と
い
う
意
味
を
持

つ
。
過
程
の
も

つ
こ
の
二
面
が
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
え
る
の
は
、実
存
的
な
開
け
の
実
存
的
な
受
け
と
り

(自
覚
)

に
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
実
存
の
開
け
は
、
例
え
ば
、
天
地
万
物
の
あ
り
の
ま
ま
と
い
う
客
観
的
事
実

(「客
観
的
統

一
」
)
に
対
す
る
徹
底
し
た

「純
粋
即
事

性
」
の
可
能
な
る
場
を
開
く
と
同
時
に
、
そ

の
開
け
の
自
覚
は
、
同
じ
愛
と
は
言
わ
れ
て
も
、
単
に
相
手
を
見
る
眼
差
し
で
は
な
く
、
二

つ
の
人
格
が
相
独
立
し
つ
つ
而
も
合

一
す
る
愛
、
す
な
わ
ち
、
相
手
の
人
格
的
統

一
の
元
を
吾
が
身

の
元
と
し
つ
つ
私

の
働
く
世
界
を
創

り
出
す
愛
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
点
に
は
十
分
に
触
れ
え
な
か

っ
た
。
い
ま
は
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
と
思
う
。
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