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1　キリスト教の絶対性について

　
十
九
世
紀
末
の
預
言
者
に
し
て
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
も
あ
る
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
に

よ
っ
て
、
　
「
神
は
死
ん
だ
」
と
か
「
我
々
が
神
を
殺
し
た
」
と
語
ら
れ
て
以
来
、

プ
ラ
ト
ン
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学

者
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
十
九
世
紀
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
、
西

欧
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
は
、
そ
の
「
学
」
と
し
て
の
哲
学
（
主
客
の
分
離
に

基
づ
く
対
象
論
理
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
た
哲
学
）
の
み
に
終
始
す
る
こ
と

の
終
焉
を
迫
ら
れ
て
、
今
や
そ
の
始
源
に
帰
還
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
他
宗
教
に
対
す
る
絶
対
性
の
崩
壊
は
そ

の
速
度
を
早
め
、
現
代
で
は
宗
教
に
お
け
る
多
元
性
や
相
補
性
が
叫
ば
れ
て
い

る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
一
々
の
経
過
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
し
な
い
で
、

も
う
少
し
根
本
的
な
と
こ
ろ
が
ら
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
絶
対
性
を
主
張

す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
内
に
潜
む
様
々
な
問
題
点
を
、
主
と
し
て
後
期
西
田
哲
学

の
盗
め
と
な
っ
て
い
る
「
表
現
」
の
視
点
か
ら
新
た
に
見
直
し
、
考
察
し
な
お

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
に
お
い
て
露
わ
に
さ
れ
て
い
る
矛
盾
点
．
問
題
点
を

究
あ
な
が
ら
小
論
の
テ
ー
マ
を
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

　
絶
対
の
超
越
の
次
元
の
経
験
で
あ
る
神
経
験
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
か

は
、
そ
の
表
現
の
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
文
化
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
特
殊
性
、
つ
ま
り
「
種
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
神
経
験

の
表
現
は
、
そ
の
表
現
が
誰
の
心
の
琴
線
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
誰
に
で

も
納
得
さ
れ
る
よ
う
な
並
日
長
性
を
露
わ
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
個
の
実

存
が
真
に
自
由
に
生
き
ら
れ
る
と
き
に
初
あ
て
、
全
人
類
の
一
人
一
人
に
妥
当

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
と
い
え
ど

も
、
そ
の
表
現
は
、
絶
対
化
さ
れ
た
り
、
救
い
や
自
由
へ
の
唯
一
の
道
で
あ
る
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と
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
他
の
文
化
圏
か
ら
は
ま
た

別
の
表
現
に
よ
る
救
い
や
自
由
へ
の
道
が
当
然
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
第
一
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
（
神
我
ら
と
共
に
あ
り
）
と
第
二
義
の

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
を
分
け
、
段
階
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
絶
対
性
を
主
張
し
な
い
よ
う
な
滝
沢
克
己
の
試
み
が
我
が
国
で
は
な
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
別
に
、
絶
対
無
の
立
場
（
こ
れ
は
、
い

わ
ば
立
場
な
き
立
場
で
あ
っ
て
、
ド
グ
マ
で
あ
れ
、
聖
者
で
あ
れ
、
聖
地
で
あ

れ
、
あ
ず
れ
か
を
絶
対
化
し
て
、
そ
れ
を
信
仰
し
た
り
、
救
い
主
と
認
め
な
い

も
の
は
呪
わ
れ
た
り
、
永
遠
の
滅
び
に
罰
せ
ら
れ
、
捨
て
や
ら
れ
る
と
見
な
さ

れ
て
迫
害
さ
れ
た
り
、
戦
争
を
引
き
起
こ
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
執
着
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
を
認
め
な
い
立
場
）
か
ら
、
改
め
て
、
救

い
の
道
を
考
察
し
直
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
以
前
に
生
き
て
い
た
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
れ
ば
、
　
「
キ
リ
ス

ト
は
救
い
へ
の
唯
一
の
道
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今

世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
　
「
神
は
死
ん
だ
」
と
か
「
我
々
が
神
を
殺
し
た
」
と

い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
虚
無
（
ニ
ヒ
ル
）
の
立
場
で
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
プ
ラ

ト
ン
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
西
洋
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

以
来
の
所
謂
第
一
哲
学
）
は
、
そ
の
学
と
し
て
だ
け
の
哲
学
の
あ
り
方
の
終
焉

を
迫
ら
れ
て
、
そ
の
始
原
（
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
し
貸
b
k
昌
）
に
同
時
に
帰
還
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
が
崩
壊
し
て

き
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
形
而
上
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
支

配
し
て
い
る
間
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と
共
に
そ
の
要
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
は

そ
の
絶
対
性
を
比
較
的
容
易
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト

ン
的
、
キ
リ
ス
ト
教
的
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
所
謂
。
暮
。
－
島
Φ
o
占
。
σ
q
お
。
『
（
有
一
神
i
論
的
）
な
哲
学
が
い
わ
ば
そ
の
哲

学
の
始
原
に
も
同
時
に
帰
還
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
以
後
、
あ
る

い
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
以
後
の
哲
学
の
世
界
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
も
キ
リ

ス
ト
教
の
始
原
に
の
み
な
ら
ず
、
神
経
験
の
始
原
に
｝
度
帰
還
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
の
新
約
聖
書
の
成
立
あ
た
り
か
ら
、
徐
々
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古

代
．
中
世
．
近
世
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
は
、
キ
リ

ス
ト
教
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
有
論

（
○
暮
。
δ
σ
q
准
）
で
有
る
と
同
時
に
神
論
（
弓
げ
①
o
δ
σ
q
δ
）
で
も
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
哲
学
は
存
在
論
で
あ
る
と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
も
不
一
不
二
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
始
ま
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
、
十
七
、

八
世
紀
以
来
の
自
然
科
学
・
技
術
の
急
激
な
進
展
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た

十
六
世
紀
前
後
の
宗
教
改
革
や
半
宗
教
改
革
の
運
動
に
よ
っ
て
、
統
一
的
に
発



3　キリスト教の絶対性について

展
し
て
き
た
か
に
見
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
、
内
的

に
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
哲
学
は
、
も
は
や
”
存
在
論
”
で
あ
る
こ
と

も
、
　
“
キ
リ
ス
ト
教
神
学
”
で
あ
る
こ
と
も
自
明
的
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
存
在
論
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

語
る
よ
う
な
根
本
情
態
（
Ω
弓
β
づ
α
σ
Φ
h
一
昌
餌
一
一
〇
丁
重
Φ
一
げ
）
と
し
て
の
不
安
に
お

け
る
退
屈
（
ピ
簿
口
σ
q
①
芝
Φ
自
①
）
に
お
い
て
、
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
後
に

は
、
存
在
だ
け
で
は
な
く
し
て
非
有
（
無
）
を
も
包
括
す
る
、
い
わ
ば
「
学
」

と
し
て
の
哲
学
の
「
以
前
」
と
「
以
後
」
と
を
包
括
し
て
「
哲
学
の
始
原
」
へ

と
帰
還
す
る
全
く
新
し
い
哲
学
が
露
わ
に
な
り
は
じ
め
て
き
て
い
る
。

　
「
学
」
と
し
て
の
哲
学
の
以
前
、
以
後
を
共
に
包
括
す
る
よ
う
な
「
哲
学
の

始
原
」
へ
と
帰
還
し
、
そ
こ
か
ら
全
く
新
し
く
出
発
し
な
お
す
哲
学
、
つ
ま
り
、

「
絶
対
無
」
の
哲
学
や
「
空
」
の
哲
学
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
西
田
哲
学
や

西
谷
哲
学
等
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絶
対
無
や
空
の
哲
学
に
お
い

て
は
、
存
在
論
や
認
識
論
や
価
値
論
と
い
う
哲
学
に
お
け
る
分
析
的
な
区
別
の

面
は
超
脱
さ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
区
別
の
出
て
く
る
根
源
に
お
い
て
、
す
べ
て
が

も
う
一
度
考
察
七
直
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
存
在
論
の
み
に
生
じ
た
事
で
は
な
く
、
．
．
○
馨
。
－

普
Φ
？
一
〇
旭
Φ
。
と
言
わ
れ
る
と
き
の
神
論
、
つ
ま
り
神
学
に
も
当
然
妥
当
す

る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
も
、
自
ら
が
成
り
立
っ

て
い
る
そ
の
根
源
で
あ
る
神
経
験
の
始
原
に
帰
還
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
対
象
論
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
、
主
観
と
客
観
の
区
別
の
下
に
形
成
さ
れ
て

き
た
「
学
」
と
し
て
の
哲
学
が
、
哲
学
以
前
の
世
界
、
即
ち
、
主
客
分
離
以
前

に
し
て
知
情
意
の
分
裂
以
前
の
世
界
を
も
、
ま
た
哲
学
以
後
の
世
界
、
即
ち
、

主
客
の
分
離
、
知
情
意
の
分
裂
の
世
界
で
の
自
然
や
人
間
や
超
越
の
次
元
の
解

明
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
貫
通
し
て
い
る
主
客
未
分
離
に
し
て
、
知
情

意
の
未
分
裂
の
世
界
へ
と
い
わ
ば
哲
学
が
臓
悔
（
例
と
し
て
田
辺
元
の
「
俄
悔

道
と
し
て
の
哲
学
」
が
挙
げ
ら
れ
る
）
を
通
し
て
開
け
て
ゆ
く
「
絶
対
の
無
限

の
開
け
」
の
世
界
を
も
、
土
ハ
に
自
ら
の
内
に
包
括
す
る
よ
う
な
、
哲
学
の
始
原

の
世
界
へ
と
帰
還
す
る
こ
と
は
、
先
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
見
た
よ
う
に
、
「
無
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

（
乃
至
は
非
存
在
［
な
妙
O
℃
］
乃
至
は
非
有
）
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
。
こ
れ

と
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
、
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
か
ら
神
経
験
の

始
原
に
帰
還
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
絶
対
無
の
経
験
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
（
存
在
）
が
有
（
存
在
）
だ
け
で
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
有
が
無
（
非
有
）
と
表
裏
一
体
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
が
自
覚
さ
れ
る
や
、
存
在
論
は
崩
壊
し
て
、
そ
の
根
源
へ
と
帰
還
せ
ざ
る
を

得
ず
、
ま
た
同
時
に
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
そ
の
始
原
で
あ
る
神
経
験

に
ま
で
帰
還
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
お
け
る
S
O
q
“
ω

（
自
然
1
1
自
ず
か
ら
然
か
成
る
）
や
ロ
ゴ
ス
（
N
O
殴
。
。
・
1
1
一
即
一
切
、
　
一
切
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即
一
）
か
ら
考
察
し
て
も
　
あ
る
い
は
M
．
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
「
有
る

も
の
の
有
」
（
臨
m
F
ω
　
の
Φ
一
5
　
α
Φ
ω
　
ω
①
一
①
う
α
①
⇒
）
と
「
有
そ
の
も
の
」
（
伍
餌
ω

の
①
言
ω
臨
σ
馨
）
と
の
同
一
性
と
差
異
性
と
の
相
即
性
（
同
一
性
即
差
異
性
、

差
異
性
即
同
】
性
）
か
ら
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
小
論
に
お
い
て
は
、
西
田
哲
学
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
考

え
る
。

一、

_
経
験
の
理
解
と
そ
の
表
現

　
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
】
切
に
対
し
て
第
二
人
称
的
に
は
関
係
し
な
い
で
、

第
三
人
称
的
に
係
わ
る
と
こ
ろ
で
成
り
立
つ
よ
う
な
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来

ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
の
所
謂
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
で
あ
る

「
学
」
と
し
て
の
哲
学
が
、
根
本
的
に
は
「
無
」
　
（
非
存
在
乃
至
は
非
有
）
の

露
現
に
よ
っ
て
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
絶
対
性
が
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
既
成
の

伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
が
仏
教
に
出
会
っ
て
、
絶
対
無
の
神
に
出
会
う
こ
と
に

よ
っ
て
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
出
会
い

の
契
機
は
、
外
的
な
、
情
報
網
や
交
通
網
の
世
界
的
規
模
で
の
発
展
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
内
部
と
仏
教
内
部
に
お
け
る
当
該
者

の
内
面
的
な
反
省
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
諸
宗
教
間
で
の
出
会

い
と
い
う
こ
と
で
は
、
勿
論
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
出
会
い
の
他
に
も
、

様
々
な
形
で
の
諸
宗
教
間
の
出
会
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
考
察
に

入
る
前
に
、
小
論
で
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
存
在
の
五
つ
の
見
方

を
こ
こ
で
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

絶
対
有
、
存
在
（
有
あ
る
い
は
相
対
的
有
）
、
非
存
在
（
［
鳶
妙
　
い
ヒ
］
乃
至

は
相
対
的
無
乃
至
は
所
謂
無
）
、
虚
無
（
巨
げ
躊
）
そ
し
て
絶
対
無
の
見
方
を
。

　
そ
こ
で
先
ず
言
え
る
こ
と
は
、
絶
対
的
な
有
と
か
絶
対
有
（
ゆ
σ
の
。
ξ
8
ω

ω
Φ
ぎ
）
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
否
定
し
た
と
こ
ろ
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ラ
ト

ン
以
来
の
伝
統
的
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
二
大
支
柱
と
な
っ
て
い
た
学
と

し
て
の
哲
学
の
核
心
で
あ
る
イ
デ
ア
（
馬
窃
い
黛
原
型
）
と
か
ウ
ジ
ア

（
o
飾
q
一
食
本
質
）
と
か
エ
イ
ド
ス
（
肋
～
窃
。
ω
形
相
）
と
い
う
よ
う
な

絶
対
的
な
本
質
と
、
人
格
的
な
、
永
遠
、
普
遍
に
し
て
不
変
の
実
体
を
備
え
て

い
る
人
格
的
な
神
と
理
解
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
絶
対
有
は
、
主
客
の
対
立
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
開
け
て
い
る
と

は
言
え
、
そ
の
実
体
性
の
故
に
、
人
間
の
個
の
自
己
を
最
終
的
に
は
吸
収
し
尽

く
し
て
、
個
や
単
独
者
の
「
自
己
」
の
立
場
を
呑
み
尽
く
し
て
し
ま
う
。
無
論
、

実
体
的
に
理
解
さ
れ
た
神
と
い
え
ど
も
、
自
己
空
化
（
ピ
リ
ピ
ニ
、
七
二
⇒
o
ω
一
ω
）

　
　
し
も
べ

し
て
、
僕
の
形
を
と
る
が
、
人
間
の
個
の
自
己
は
、
最
終
的
に
は
並
日
遍
の
神
の

栄
光
の
た
め
に
消
滅
し
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
普
遍
な
る
神
と
個
な

る
自
己
の
相
即
性
は
、
最
後
的
に
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え

ば
、
空
と
か
絶
対
無
を
根
幹
と
す
る
西
田
哲
学
や
西
谷
哲
学
に
お
い
て
は
、
空
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と
か
絶
対
無
は
自
己
で
あ
り
、
自
己
は
空
と
か
絶
対
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
普
遍
の
立
場
で
あ
る
空
（
絶
対
無
）
と
個
の
立
場
で
あ
る
自
己
と
の

相
即
性
が
、
そ
こ
で
は
最
後
ま
で
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、

空
と
自
己
と
が
、
絶
対
に
矛
盾
し
対
立
し
な
が
ら
も
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一

的
で
あ
る
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
体
的
で
人
格
的

な
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
前
に
し
て
は
、
人
間
の
個
は
無
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
見
方
で
あ
る
「
存
在
」
　
（
乃
至
「
有
」
、
乃
至
は

相
対
的
有
）
は
、
右
に
述
べ
た
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上

学
で
あ
る
「
学
」
と
し
て
の
哲
学
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
そ
の
本
質
は
何
で
あ
る
か
と
し
て
探
究
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
そ
う
い
う

本
質
を
核
と
し
た
現
象
界
に
一
周
半
形
を
と
っ
て
露
わ
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
存
在
は
、
空
や
絶
対
無
を
根
幹
と
し
た
禅
や
、

「
…
…
が
あ
る
」
と
い
う
、
　
「
…
…
が
無
い
」
に
対
立
す
る
意
味
を
表
す
場
合

に
は
、
　
「
有
」
と
名
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
よ

う
な
絶
対
有
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
の
存
在
は
、
相
対
的
有

と
言
い
う
る
。
何
故
な
ら
ば
、
所
謂
現
象
界
と
し
て
の
存
在
に
は
、
永
遠
、
普

遍
に
し
て
不
変
で
あ
る
よ
う
な
実
体
は
存
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
な
実
体
的
有
に
対
し
て
は
、
こ
の
存

在
は
、
相
対
的
な
有
で
し
か
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ヨ
：
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
で
あ

る
「
学
」
と
し
て
の
哲
学
に
お
け
る
存
在
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
有
そ

の
も
の
（
匹
P
ω
　
ω
Φ
ご
P
　
ω
O
一
げ
ω
一
）
の
哲
学
と
か
東
洋
の
絶
対
無
と
か
空
の
哲
学

に
ま
で
視
野
を
広
げ
た
場
合
に
は
、
有
と
か
相
対
的
有
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　
第
三
の
非
存
在
（
鳶
蝕
い
ヒ
乃
至
は
相
対
的
無
、
な
い
し
は
所
謂
無
）
は
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
　
「
ど
う
し
て
存
在
す
る
も
の
が
あ
る
と

言
っ
て
、
無
が
あ
る
と
は
言
わ
な
い
の
か
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
っ
た
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

の
無
（
Z
一
〇
巨
ω
）
と
か
非
存
在
（
鳶
尊
O
ぐ
）
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
意

味
に
お
け
る
非
存
在
と
か
相
対
的
無
乃
至
は
先
に
述
べ
た
「
…
…
が
あ
る
」
と

い
う
有
に
対
し
て
の
「
…
…
が
無
い
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
無
は
、
先
に
述

べ
た
存
在
と
か
有
と
か
相
対
的
有
と
、
い
わ
ば
表
裏
一
体
的
に
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
有
は
い
つ
も
無
と
表
裏
一
体
的
に
、
相

即
的
有
は
常
に
相
対
的
無
と
表
裏
一
体
的
に
、
ま
た
存
在
は
非
存
在
と
た
え
ず

表
裏
一
体
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

二
者
の
相
即
性
は
、
人
間
の
個
の
自
己
が
「
自
己
と
は
何
か
」
の
己
事
究
明
に

自
覚
的
に
生
き
、
内
面
的
、
主
体
的
、
根
源
的
に
深
く
生
き
る
時
に
初
め
て
自

覚
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
が
自
然
乃
至
は
世
界
と
超
越
の
次
元
と
の
如

何
な
る
関
係
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
か
が
自
己
に
自
覚
的
に
な
ら
な
い
限
り
は
、

自
己
に
と
っ
て
明
ら
か
と
な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
自
ら
の

存
在
や
こ
の
現
象
界
の
山
川
草
木
が
、
非
存
在
と
か
相
対
的
無
と
か
所
謂
無
と
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根
源
的
に
は
相
即
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
は
、
自
己

が
自
我
に
死
し
て
自
己
の
無
実
体
性
に
気
づ
い
て
、
従
っ
て
ま
た
万
物
の
無
実

体
的
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
、
自
己
を
も
含
あ
た
↓
切
の
自
己
同
一
性
が
一

即
ち
、
万
物
の
各
々
の
、
自
ら
と
の
自
己
同
一
性
が
1
自
己
に
の
み
で
は
な

く
、
常
に
同
時
に
万
物
の
各
々
に
存
す
る
（
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
用
語
で
は
縁

起
と
表
現
さ
れ
、
ま
た
、
例
え
ば
西
谷
啓
治
の
哲
学
で
は
「
回
訓
的
相
入
」

［
こ
の
英
訳
は
O
冒
。
⊆
三
三
ω
Φ
ω
段
O
づ
巴
ぎ
8
『
O
①
9
言
9
。
江
。
昌
と
、
ま
た
ド
イ

ツ
語
訳
は
芝
①
o
げ
ω
Φ
『
鉱
江
σ
q
①
U
ξ
0
7
今
冒
σ
q
¢
コ
σ
q
］
と
表
現
さ
れ
て
い
る
）

こ
と
を
自
覚
す
る
と
き
に
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
　
「
自
己
」
が
真
に
根
源
的
に
哲
学
的
な
問
題
と
な
り
う

る
の
は
、
絶
対
的
有
や
相
対
的
な
有
に
お
い
て
で
は
な
く
、
第
三
の
、
こ
の
非

存
在
と
か
相
対
的
無
と
か
所
謂
無
が
自
己
に
自
覚
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
一
体
何
も
の
で
あ
り
、
何
の
た
め
に
生
ま
れ
、
生

き
、
死
し
て
い
く
の
か
と
い
う
、
自
己
の
問
題
が
自
己
に
自
覚
的
に
な
っ
て
初

め
て
、
自
己
は
相
対
的
な
無
に
気
づ
き
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
無
論
、
近
世
の
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
個
と
し
て
の
自
我
（
①
σ
q
o
）
が
哲
学

的
に
核
心
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
我
は
、
未
だ
】
切
を
対
象
的
、

客
観
的
に
考
察
す
る
自
我
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
、
手
段
と
か
道

具
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
常
に
同
時
に
目
的
自
体
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と

さ
れ
た
自
律
的
な
人
格
と
し
て
の
各
々
の
「
人
間
」
も
、
非
存
在
（
相
対
的
無
、

所
謂
無
）
を
哲
学
的
に
根
源
的
な
問
題
と
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
カ
ン
ト

に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
己
の
自
己
同
一
性
の
根
拠
を
自
己
の
単
な
る
理
性
の

限
界
の
範
囲
内
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
自
己
が
哲
学
的
に
根
源
的
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
で
あ
る
と
は
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
に
お

い
て
は
、
自
己
の
問
題
を
無
視
す
る
こ
と
が
総
じ
て
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
現
代
で
は
、
哲
学
に
お
い
て
も
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
上

学
と
し
て
の
哲
学
に
お
け
る
思
惟
の
三
原
理
（
同
一
律
、
矛
盾
律
、
排
中
律
）

が
妥
当
し
き
れ
な
い
次
元
が
開
か
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
物
理
学
に
お
い
て
も

古
典
物
理
学
に
代
わ
っ
て
、
相
対
性
原
理
や
不
確
定
性
原
理
や
量
子
理
論
が
妥

当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
精
神
科
学
に
お
い
て
も
、
ま
た
自
然
科
学

に
お
い
て
も
、
自
己
が
（
前
者
に
お
い
て
は
視
点
を
担
う
自
己
が
、
ま
た
後
者

に
お
い
て
は
観
察
者
、
観
測
者
と
し
て
の
自
己
が
）
主
客
の
分
離
で
き
な
い
次

元
に
存
す
る
こ
と
が
、
実
在
に
最
も
実
在
的
に
近
く
あ
り
え
、
か
つ
実
在
を
実

在
的
に
理
解
し
う
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
現
代
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
考
察
や
物

理
的
な
観
察
や
考
察
に
際
し
て
、
人
間
の
自
己
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
な
考
察
に
あ
た
り
、

そ
の
考
察
の
中
で
そ
の
考
察
す
る
自
己
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
か
に
よ
っ
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て
、
当
該
の
哲
学
が
実
在
に
何
処
ま
で
近
づ
き
う
る
か
が
決
め
ら
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
己
が
根
源
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
第
三
の
非
存

在
の
次
元
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
単
に
同
一
性
で
は
な
く
、
自
己
同
一
性
が

哲
学
的
に
根
源
的
問
題
に
な
る
の
も
、
こ
の
次
元
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

第
一
と
第
二
の
存
在
乃
至
は
有
の
見
方
に
お
い
て
は
、
自
己
は
現
象
界
の
外
に
、

自
己
の
視
界
の
外
に
位
置
し
て
い
て
、
自
己
も
、
自
己
の
お
い
て
あ
る
開
け
も
、

根
源
的
、
哲
学
的
に
問
題
に
な
り
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
第
四
の
虚
無
（
ニ
ヒ
ル
）
は
、
ジ
ャ
ン
ー
ー
パ
ウ
ル
や
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
二
者
、
即
ち
、
絶

対
有
と
相
対
的
有
が
一
挙
に
そ
の
実
体
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
そ
れ
ま

で
絶
対
有
や
相
対
有
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
座
が
空
白
と
な
っ
た
と
き
の

世
界
の
状
況
に
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
虚
無
に
お
い
て
は
、
相
対
的
無
も
相
対
的

有
と
共
に
虚
無
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
虚
無
に
お
い
て
は
、
世
界
も
自
己

も
虚
無
に
堕
し
て
、
そ
こ
で
は
時
の
満
ち
る
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
生
き
る
こ
と

の
意
味
も
な
い
。
こ
の
事
実
を
明
ら
か
に
示
す
例
と
し
て
は
、
さ
き
に
挙
げ
た

ジ
ャ
ン
ー
ー
パ
ウ
ロ
や
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
夢
や
予
言
の
形
で
語
ら
れ
た
神
の
死

と
か
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
、
不
安
や
退
屈
の
う
ち
に
襲
っ
て

く
る
無
（
非
存
在
、
相
対
的
無
、
つ
ま
り
所
謂
無
）
と
共
に
露
わ
と
な
っ
て
く

る
虚
無
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
虚
無
が
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無

へ
と
開
け
て
ゆ
け
ば
、
虚
無
は
克
服
さ
れ
、
充
溢
そ
の
も
の
へ
と
開
け
て
ゆ
く
。

し
か
し
、
そ
う
で
な
い
限
り
は
、
虚
無
は
、
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
絶
対

有
か
ら
相
対
的
有
（
存
在
、
所
謂
有
）
へ
、
そ
し
て
後
者
か
ら
相
対
的
無
へ
と
、

存
在
の
い
わ
ば
無
底
の
底
と
し
て
の
根
底
に
向
か
っ
て
深
ま
っ
て
行
く
人
間
、

ひ
い
て
は
自
己
（
自
己
中
心
的
な
自
我
に
死
し
た
自
己
）
は
、
虚
無
を
経
、
虚

無
に
な
り
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
無
に
よ
っ

て
、
絶
対
無
へ
と
突
破
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
虚
無
に
打
ち
ひ
し
が
れ
、
死

に
絶
え
た
自
己
に
は
絶
対
無
で
あ
る
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
開
け
て
く
る
。

　
こ
の
第
四
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
虚
無
が
突
破
さ
れ
る
に
は
、
自
己
が
決

定
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
の
万
物
の
各
々
の
自
己

同
一
の
根
拠
は
、
普
遍
だ
け
に
で
も
、
ま
た
個
だ
け
に
で
も
置
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
自
我
の
突
破
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
五
の
絶
対
の
無
限
の
開
け
で
あ
る
絶
対
無
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
仏

教
の
縁
起
的
あ
り
方
や
回
互
二
相
入
と
言
う
あ
り
方
で
世
界
が
成
り
立
っ
て
い

る
、
そ
う
い
う
場
の
開
け
の
次
元
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
は
、
華
厳
の
、

事
と
理
に
よ
っ
て
真
理
の
表
現
さ
れ
た
四
（
種
）
法
界
で
い
え
ば
、
　
「
事
々
無

碍
法
界
」
と
言
わ
れ
、
臨
済
の
、
人
と
境
と
で
実
在
の
表
現
さ
れ
た
四
料
簡
で

言
え
ば
、
　
「
人
境
不
慈
童
」
の
境
涯
で
あ
り
、
洞
山
江
紛
の
正
偏
五
位
で
言
え

ば
、
　
「
兼
中
延
」
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
絶
対
の
無
限
の
開
け
と
し
て
の
絶
対
の
無
の
境
涯
に
お
い
て
は
、
臨
済
も
、
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「
途
中
に
在
っ
て
家
畜
を
離
れ
ず
、
家
舎
を
離
れ
て
途
中
に
あ
ら
ず
」
と
語
っ

て
い
る
よ
う
に
、
真
の
自
己
に
目
覚
め
た
自
己
は
、
悟
り
（
家
舎
）
と
修
行

（
途
中
）
の
両
者
に
同
時
的
に
生
き
て
い
る
と
同
時
に
、
悟
り
に
も
住
す
る
こ

と
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
修
行
な
ど
と
わ
ざ
わ
ざ
言
う
こ
と
も
な
く
、
行
住
座

臥
そ
の
も
の
が
修
行
と
な
っ
て
お
り
、
自
ず
か
ら
然
か
成
る
仕
方
で
、
あ
る
が

ま
ま
に
と
同
時
に
あ
る
べ
き
姿
で
生
き
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
自
己
の
内
か

ら
と
同
時
に
、
自
己
の
外
に
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
が
開
い
て
お
り
、
ま
た
開

け
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
万
物
の
各
々
の
自
己
同
］
は
、
人
間
の

個
の
自
己
（
こ
れ
は
ま
た
、
｝
切
衆
生
の
自
性
で
あ
る
仏
性
で
も
あ
る
）
を
通

し
て
初
め
て
、
根
源
的
な
一
と
、
こ
れ
と
相
即
的
に
一
で
あ
る
現
象
界
で
あ
る

多
の
世
界
と
に
存
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
、
存
在
と
か
有
の
五
つ
の
あ
り
方
や
万
物
の
自
己
同
一
性
に

つ
い
て
の
考
察
を
終
え
て
、
本
節
の
直
接
の
テ
ー
マ
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
世
界
宗
教
の
う
ち
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
救
い
の
唯
】
性
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
人
種
、
民
族
、
国
家
、
性
別
、
階
級
、
職

業
を
越
え
て
個
人
（
単
独
者
）
の
救
済
に
携
わ
る
世
界
宗
教
（
普
遍
宗
教
）
の

う
ち
、
神
経
験
に
お
い
て
対
極
的
な
あ
り
方
で
存
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教

（
特
に
禅
）
と
の
出
会
い
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
の
唯
一
性
」
の

妥
当
性
を
こ
こ
で
は
考
察
し
て
み
た
い
。

　
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
お
け
る
救
済
の
対
極
的
あ
り
方
と
は
、
一
方
の
キ
リ

ス
ト
教
で
は
絶
対
の
有
で
あ
り
、
人
格
的
で
あ
る
神
に
対
し
て
人
間
の
罪
を
執

り
成
す
た
め
の
仲
保
者
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
救
済

で
あ
り
、
他
方
の
仏
教
に
お
い
て
は
絶
対
の
無
で
あ
っ
て
、
人
格
性
と
非
人
格

性
の
根
源
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
仏
が
、
人
間
の
自
己
自
ら
の
無

性
に
し
て
仏
性
で
あ
る
自
性
と
自
己
同
一
的
に
露
わ
と
な
っ
て
く
る
経
験
、
つ

ま
り
「
覚
」
に
よ
る
救
済
で
あ
る
と
い
う
対
極
性
で
あ
る
。

　
さ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
出
会
い
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
神
や
仏
の

経
験
の
仕
方
と
そ
れ
に
よ
る
救
済
の
経
験
と
の
表
現
は
、
両
宗
教
に
お
い
て
表

面
的
に
は
相
違
し
て
い
る
が
、
そ
の
経
験
に
お
い
て
開
け
て
い
る
両
宗
教
に
お

け
る
超
越
的
な
次
元
と
し
て
の
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
は
、
自
己
同
一
的
で

あ
る
こ
と
が
、
次
の
場
合
に
は
予
感
さ
れ
た
り
、
体
得
・
体
認
さ
れ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
神
、
仏
、
絶
対
無
等
々
の

超
越
的
な
次
元
と
大
自
然
と
自
己
と
の
根
源
的
な
一
経
験
が
露
わ
と
な
っ
た
り
、

あ
る
い
は
絶
対
的
な
も
の
の
前
に
自
己
や
自
己
の
意
識
が
全
く
無
に
帰
し
て
、

絶
対
の
無
限
の
開
け
が
開
け
て
く
る
場
合
で
あ
る
。

　
さ
て
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
お
い
て
は
、
人
間
を
も
含
あ
た
万
物
の
自
由

が
根
源
的
に
実
現
さ
れ
る
と
理
解
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
主
は
霊
で
あ

る
。
そ
し
て
主
の
霊
の
あ
る
と
こ
ろ
に
自
由
が
あ
る
」
　
（
H
H
．
囚
。
卜
ω
｝
ミ
）

と
述
べ
ら
れ
て
、
主
に
よ
る
救
済
に
よ
っ
て
自
由
が
人
間
の
各
々
の
自
己
や
万

物
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
（
カ
α
日
■
o
。
一
ト
。
9
b
⊃
蒔
）
。
ま
た
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仏
教
に
お
い
て
も
、
森
羅
万
象
が
六
道
輪
廻
か
ら
解
脱
し
て
、
　
⊃
切
衆
生
悉

有
仏
性
」
に
し
て
、
し
か
も
コ
切
皆
空
」
で
あ
り
、
更
に
、
　
「
色
即
是
空
」

と
し
て
の
「
一
切
皆
空
」
に
終
わ
ら
な
い
で
、
す
べ
て
は
空
（
実
体
が
な
い
）

だ
か
ら
こ
そ
、
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
瞬
間
、
瞬
間
の
姿
の
ま
ま
に
真
実
で
絶

対
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
　
「
空
即
是
色
」
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
大
乗

禅
で
は
、
　
「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と
一
体
」
と
言
わ
れ
て
、
自
己
は

こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
同
様
無
実
体
的
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
と
同
時

に
、
　
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
わ
れ
て
、
自
己
の
絶
対
の
中
心
性
が
説
か

れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
主
の
霊
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
ま

た
仏
教
で
は
こ
の
世
の
「
空
」
的
あ
り
方
の
う
ち
で
万
物
の
自
由
が
成
就
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
人
格
的
な
絶
対
有
の
神
と
、
絶
対
無
の
神

　
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
は
人
格
的
な
神
と
し
て
経
験
さ
れ
、
仏
教
で
は
仏
は
、

浄
土
真
宗
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
に
主
と
し
て
人
格
的
に
、
ま
た
禅
宗
で
は

主
と
し
て
空
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
し
か
し
、
神
も
仏
も
（
あ
る
い
は
そ
の
他

何
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
）
一
体
何
で
あ
る
か
は
、
人
間
に
は
対
象
的
に
は
把
握

で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て

神
の
存
在
の
思
弁
的
な
（
存
在
論
的
、
宇
宙
論
的
、
自
然
神
学
的
）
証
明
が
否

定
さ
れ
、
ま
た
、
二
千
年
近
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
根
底
を
支
え
て
き
た
、

冒
頭
で
も
述
べ
た
、
プ
ラ
ト
ン
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
理
解
が
、
ニ
ー
チ
ェ

の
予
言
に
よ
っ
て
加
速
度
的
に
崩
壊
し
始
め
て
以
来
、
も
は
や
否
定
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
　
「
神
が
死
ん
だ
」
と
か
「
我
々
が
神
を
殺
し

た
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
の
神
の
理
解
の
仕
方
や
、
神
の
経
験
の
表
現

の
仕
方
で
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、
も
は
や
神
の
真
の
理
解
と
し
て
も
ま
た
神

経
験
の
表
現
と
し
て
も
妥
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
、
他
な
ら
ぬ
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
化
の
流
れ
の
中
か
ら
自
覚
的
に
出
て
き
た
自
覚
の
言
葉
で
あ
る
と

理
解
で
き
み
か
ら
で
あ
る
。

　
神
、
仏
あ
る
い
は
一
般
的
な
言
い
方
で
は
「
超
越
の
次
元
」
が
、
経
験
と
し

て
露
わ
に
な
る
の
は
、
　
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
が
彼
方
か
ら
開
け
て
き
て
、

そ
れ
と
不
一
不
二
で
あ
る
自
己
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。
神
と
自
然
と
超
越
の
次
元
と
の
一
あ
る
い
は
一
性
の
経
験

で
あ
る
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で
は
、
例
え
ば
ヘ

ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
よ
っ
て
は
現
象
界
の
多
に
対
し
て
の
一
と
の
関
係
の
う
ち
で

の
「
一
即
一
切
」
と
表
現
さ
れ
、
ま
た
中
世
の
神
秘
主
義
者
M
．
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
（
一
ト
⊃
①
O
一
一
ω
卜
Ω
刈
）
に
よ
っ
て
は
「
神
性
の
砂
漠
」
と
か
「
神
性
の
無
」
の
他

に
「
一
の
一
な
る
一
」
　
（
⑩
ぎ
巴
巳
σ
q
①
ω
二
子
①
ω
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
仏
教
の
方
で
も
、
三
祖
僧
瑛
（
一
①
O
①
）
の
『
信
心
銘
』
や
六
祖
慧
能
（
①
ω
。
。
－

謡
。
。
）
の
『
六
粗
壁
教
』
や
法
蔵
（
2
ω
幽
謬
卜
。
）
に
よ
る
『
華
厳
五
教
章
』
の
中

に
も
真
如
の
究
極
的
あ
り
方
と
し
て
「
一
即
一
切
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
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い
る
。

a
、
三
位
［
体
論

　
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
神
は
、
旧
約
聖
書
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
我
は

有
り
て
有
る
者
な
り
」
　
（
国
×
■
ω
＝
　
　
　
　
1
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ

の
場
合
の
「
有
る
」
　
（
ヒ
ブ
ル
語
で
は
げ
p
図
餌
げ
）
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
英
語

や
ド
イ
ツ
語
の
場
合
と
相
違
し
て
、
存
在
よ
り
は
む
し
ろ
出
来
事
と
か
生
成
を

意
味
し
て
お
り
、
有
賀
鉄
太
郎
が
『
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
存
在
論
の
問

題
』
　
（
一
七
七
頁
以
下
）
で
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
は
そ
こ
で
は
存
在
と

し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
働
き
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
旧
約
聖
書
の
神
は
、
新
約
聖
書
時
代
を
経
た
後
の
二
、

三
世
紀
に
生
き
た
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ー
ヌ
ス
（
嵩
O
＼
①
O
－
卜
。
悼
O
）
以
来
三
位
一
体
の

神
と
し
て
理
解
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の

『
三
位
一
体
論
」
　
（
H
）
Φ
　
］
」
弓
一
⇒
一
け
9
け
①
）
十
五
巻
二
十
三
章
（
日
本
語
訳
、
中
沢

宣
夫
訳
、
東
大
出
版
会
、
℃
」
お
）
や
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
集
（
Q
説
教

集
四
十
二
、
U
≦
日
説
教
八
三
）
に
も
、
記
憶
に
お
け
る
父
と
の
類
似
、
認
識

（
知
性
）
に
お
け
る
御
子
と
の
類
似
、
意
志
（
愛
）
に
お
け
る
聖
霊
と
の
類
似

と
い
う
表
現
を
通
し
て
人
間
に
お
け
る
神
の
似
姿
（
一
5
p
σ
q
o
U
9
）
が
示
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
中
世
に
生
き
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
既
に
そ
の

よ
う
な
神
を
非
神
（
o
ぎ
Z
一
〇
巨
－
Ω
9
け
）
、
非
霊
（
Φ
ぎ
Z
一
〇
ま
－
O
蝕
馨
）
、
非

人
格
（
①
言
Φ
Z
一
〇
葺
－
℃
①
誘
。
＝
）
、
非
像
（
①
貯
Z
一
〇
冥
－
b
ゴ
臨
窪
）
の
神
と
呼

ん
で
、
他
方
で
は
同
時
に
人
格
的
で
、
霊
と
し
て
の
像
を
越
え
た
と
こ
ろ
の
神

を
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス

も
、
永
遠
の
今
と
も
言
い
う
る
瞬
間
を
、
例
え
ば
『
告
白
』
の
第
十
一
巻
第
二

十
章
で
「
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
、
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
、
未
来
に
つ
い
て

の
現
在
」
と
し
て
重
視
七
て
い
る
か
ぎ
り
、
根
源
的
一
と
し
て
の
「
一
」
な
る

神
を
経
験
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

b
、
三
身
説

　
さ
て
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
　
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
し
て
の
「
根
源

三
一
」
の
経
験
が
、
神
と
か
仏
と
か
空
と
か
絶
対
無
と
表
現
さ
れ
る
に
至
っ
た

と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
何
故
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
絶
対
性

が
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
で
主
張
さ
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
論
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
仏
教
に

も
三
身
説
が
あ
る
。
法
身
と
応
身
（
化
身
）
と
報
身
の
三
身
で
あ
る
。
こ
れ
ら

三
身
の
う
ち
法
身
は
人
格
性
の
な
い
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
応
身
と
報
身
と
を

ど
う
理
解
す
る
か
は
一
定
し
て
い
な
い
が
、
中
村
元
の
説
に
従
え
ば
、
応
身

（
ま
た
は
化
身
）
は
人
格
身
を
備
え
た
仏
陀
の
現
身
で
あ
り
、
報
身
は
真
理
と

し
て
の
法
と
人
格
身
と
の
両
方
を
統
合
し
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
第
二
の
ペ
ル
ソ
ナ
（
℃
O
冨
O
コ
P
）

で
あ
る
、
神
と
人
と
の
間
の
仲
保
者
（
ー
テ
モ
テ
ニ
、
五
）
で
あ
る
神
の
子

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
絶
対
化
は
、
聖
書
そ
の
も
の
に
発
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

旧
約
聖
書
時
代
に
お
け
る
部
族
宗
教
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
瞳
罪
の
思

想
（
レ
ビ
ト
⊃
。
。
b
ゴ
ト
。
㎝
w
⑩
）
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
礫
刑
に
よ
っ
て
一
度

限
り
に
成
就
さ
れ
る
こ
と
で
部
族
宗
教
が
世
界
宗
教
（
普
遍
宗
教
）
へ
と
普
遍

化
す
る
際
に
、
残
存
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
絶
対
量
と
理
解
で
き
る

の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
聖
書
の
な
か
で
絶
対
視
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
例
を
挙
げ
て
示
す
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
方
法

を
と
ら
ず
に
、
・
神
経
験
と
い
う
根
源
的
な
と
こ
ろ
が
ら
、
つ
ま
り
「
絶
対
の
無

限
の
開
け
」
、
絶
対
無
の
経
験
の
「
表
現
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
察
し
た
い
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
が
形
成
さ
れ
な
が
ら

現
代
に
至
る
ま
で
に
発
展
し
て
く
る
中
で
、
こ
の
混
乱
し
た
世
紀
末
に
神
経
験

と
そ
の
理
解
と
表
現
と
を
も
う
一
度
根
源
的
に
考
察
し
直
し
て
見
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
根
源
十
一
の
経
験
の
表
現

は
、
表
現
が
文
化
的
な
伝
統
と
か
「
種
」
の
形
を
踏
ま
え
て
の
み
遂
行
さ
れ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
部
族
的
な
も
の
、
民
族
的
な
も
の
が
普
遍
化
れ

る
と
き
に
は
、
一
部
族
、
一
民
族
に
と
っ
て
の
特
殊
的
な
も
の
が
他
部
族
や
他

民
族
に
ま
で
絶
対
化
が
強
制
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
で
最
も
大
き
く
相
違
す
る
考
え
ら
れ
る
「
時
」

の
理
解
と
「
罪
」
の
問
題
を
考
察
し
な
け
れ
な
ら
な
い
。

三
、
時
の
理
解
の
問
題

　
時
は
一
般
的
に
は
、
三
様
に
理
解
さ
れ
る
。
第
一
の
時
の
理
解
は
、
過
去
か

ら
現
在
を
通
し
て
未
来
へ
と
流
れ
て
ゆ
く
所
謂
年
代
記
的
に
流
れ
て
ゆ
く
と
理

解
さ
れ
る
よ
う
な
時
で
、
こ
れ
は
最
も
一
般
的
な
時
の
受
け
取
り
方
で
あ
る
。

第
二
は
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
将
来
的
．
終
末
論
的
な

時
の
理
解
で
あ
る
。
即
ち
、
将
来
の
あ
る
一
点
に
何
か
あ
る
理
想
や
目
的
を
設

定
し
た
り
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
最
期
の
審
判
の
日
を
信
じ
て
、

そ
の
時
の
一
点
を
い
わ
ば
時
の
原
点
に
し
て
、
将
来
か
ら
現
在
を
通
し
て
過
去

へ
と
時
が
流
れ
て
ゆ
く
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
、
時
の
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
ら

二
者
は
、
時
を
直
線
的
に
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も

遠
く
は
新
約
聖
書
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
現
在
的
な
終
末
論
に
お
い
て
、

ま
た
近
く
は
S
．
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
瞬
間
、
つ
ま
り
永

遠
の
ア
ト
ム
と
し
て
の
瞬
間
を
時
の
要
と
し
て
、
こ
の
瞬
間
か
ら
過
去
や
未
来

を
考
え
る
時
の
理
解
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
瞬
間
が
瞬
間
自
身
を
限
定
し
、
瞬

間
で
あ
る
現
在
か
ら
過
去
や
未
来
が
露
わ
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
第
三
の
時
の

理
解
は
、
禅
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
大
乗
仏
教
や
禅
の
経
験
を
根
本

に
お
く
西
田
哲
学
に
も
、
こ
の
第
三
の
時
の
理
解
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
時
の
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理
解
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
円
環
的
な
時
と
前
二
者
の

直
線
的
な
時
と
を
同
時
に
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、

時
の
理
解
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
で
は
、
根
源
的
に
は
自
己
同
一

的
1
こ
の
場
合
の
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
も
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
根
源
的

な
一
か
ら
分
離
、
分
化
し
て
き
た
に
過
ぎ
ず
、
本
来
的
、
根
源
的
に
は
同
一
的

で
あ
る
こ
と
が
、
根
源
的
な
自
己
、
本
来
的
な
自
己
の
目
覚
あ
を
通
し
て
自
己

に
自
覚
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
自
己
に
よ
る
こ
の
自
覚
な

く
し
て
は
、
自
己
同
】
的
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
一
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

四
、
罪
（
意
識
）
の
問
題

　
「
罪
と
は
信
仰
に
よ
ら
な
い
す
べ
て
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
閃
σ
ヨ
．
一
倉

b。

ﾖ
に
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間
の

自
己
の
、
神
の
前
に
お
け
る
悪
の
意
識
、
即
ち
罪
意
識
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
程
に
、
信
仰
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
罪
や
罪
意
識
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
、
神
と
か
仏
と
か
絶
対
無
と
し
て
表
現
さ
れ
る
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」

に
対
す
る
不
透
明
な
関
係
、
反
抗
の
感
情
と
し
て
の
罪
意
識
を
通
し
て
の
生
成

（
≦
①
a
Φ
コ
）
に
よ
っ
て
人
間
は
精
神
に
目
覚
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
真
の
自

己
に
も
目
覚
め
、
覚
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
一
般
的
に

は
罪
意
識
が
欠
如
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
易
い
禅
（
禅
宗
と
い
う
よ
う
な
仏
教

の
中
の
】
宗
派
で
は
な
く
、
仏
教
の
各
宗
派
を
貫
通
す
る
よ
う
な
「
絶
対
の
無

限
の
開
け
」
）
に
お
い
て
も
、
罪
意
識
は
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
禅
が
根
本
と
な
っ
て
い
る
西
田
哲
学
に
お
い
て
も
、
　
「
悟
り
」
と
い
う
こ

と
が
、
彼
の
最
後
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
「
自

分
自
身
の
無
の
根
底
を
、
罪
悪
の
本
源
を
徹
見
す
る
こ
と
で
あ
る
」
　
（
西
田
幾

多
郎
全
集
、
岩
波
、
十
一
巻
、
℃
．
凸
一
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り

で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
で
あ
れ
、
自
力
に
よ
る
宗
教
は
な
い
と
ま
で
言
い

切
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
詳
論
は
で
き
な
い
が
、
以
上
で
見
て
き
た
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
問
で
最

も
相
違
す
る
点
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
時
と
か
歴
史
観
、
ま
た
罪
と
か
罪

意
識
に
お
い
て
も
、
両
宗
教
が
、
ひ
と
た
び
自
ら
の
宗
教
の
以
前
、
以
後
そ
し

て
始
原
に
帰
還
し
て
み
れ
ば
、
即
ち
、
真
の
自
己
に
目
覚
め
、
こ
れ
を
自
覚
し
、

根
源
的
な
一
を
経
験
し
、
体
得
・
体
認
し
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
開
け
生
き

て
ゆ
け
ば
、
両
宗
教
は
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
お
い
て
も
根
源
的
に
は
自
己
同
一

的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
宗
教
に
よ
っ
て
は
絶
対
の
無
限

の
開
け
に
ま
で
開
け
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
み
ず

か
ら
の
宗
教
の
枠
組
み
を
普
遍
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

結

払面囲

現
在
、
世
界
に
は
、
宗
教
の
伝
播
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
も
、
沢
山
の
部
族
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宗
教
や
民
族
宗
教
、
そ
れ
に
普
通
は
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
そ
し
て
仏
教
の
三
宗

教
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
世
界
宗
教
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

存
立
期
間
の
長
短
や
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
を
取
り
巻
く
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
極
あ

て
拘
束
力
の
弱
い
も
の
か
ら
殆
ん
ど
絶
対
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
段
階
ま
で
の

様
々
な
教
義
学
を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
諸
宗
心
密
の

闘
争
が
絶
え
ず
、
し
か
も
他
方
で
は
い
ず
れ
の
宗
教
も
社
会
の
動
き
に
対
し
て

は
そ
れ
程
大
き
な
力
を
持
た
な
い
現
代
に
お
い
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
西
欧
の

伝
統
的
な
「
学
」
と
し
て
の
形
而
上
学
が
そ
の
始
原
に
帰
還
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
も
、
一
か
つ
て
は
世
界
の
諸
宗
教
φ
上
に
立
つ
絶
対
的

な
宗
教
の
如
く
で
あ
っ
た
と
し
て
も
1
現
在
で
は
世
界
の
諸
宗
教
の
中
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
を
弁
え
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
で
は
自
ら

の
教
義
学
を
勿
論
妥
当
す
る
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
常
に
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト

教
以
前
に
し
て
以
後
で
も
あ
り
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
の
始
原
で
も
あ
る
よ
う

な
、
更
に
は
宗
教
の
始
原
で
も
あ
る
よ
う
な
、
例
え
ば
西
田
幾
多
郎
に
よ
っ
て

「
心
霊
上
の
事
実
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
す
べ
て
の
人
の
各
々
の
心
で

も
あ
り
、
ま
た
同
時
に
万
物
の
一
な
る
心
で
も
あ
る
、
そ
う
い
う
心
の
事
実
に

常
に
帰
還
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
そ
、

諸
宗
教
間
の
真
の
対
話
が
可
能
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
が
二
千
年
近
く
の
長
き
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
始
め
世
界

の
各
国
で
、
ま
た
各
個
人
に
お
い
て
力
あ
る
救
済
を
実
現
し
て
き
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
の
諸
宗
教
が
諸
宗
乱
雲
の
相
補
的
．
多
元
性
的
な

あ
り
方
の
妥
当
性
を
叫
ん
で
い
る
現
在
、
キ
リ
ス
ト
教
も
キ
リ
ス
ト
教
以
前
、

以
後
そ
し
て
始
原
に
帰
還
し
て
、
自
ら
の
宗
教
に
お
け
る
自
己
中
心
性
に
反
省

の
眼
を
向
け
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
思
う
に
、
既
成
の
諸
宗
教
の
以
前
、
以
後
そ
し
て
始
原
で
あ
る
よ
う
な
「
根

源
的
な
開
け
」
と
か
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
に
お
け
る
根
源
的
な
一
と
、
こ

れ
が
分
化
、
分
裂
し
て
繰
り
返
し
繰
り
返
し
形
成
さ
れ
、
且
つ
同
時
に
開
か
れ

て
く
る
神
経
験
と
そ
の
表
現
は
、
本
来
的
に
は
自
己
同
一
的
に
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
を
、
宗
教
や
各
宗
教
に
携
わ
る
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
は
徹
底
的
に
究

明
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
究
明
に
よ
っ
て
、
諸
宗
教

間
の
真
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
地
上
は
、
核
実
験
や
核

兵
器
に
よ
っ
て
よ
り
も
以
前
に
、
誤
解
に
基
づ
い
た
諸
宗
歯
間
の
対
立
感
情
に

よ
る
宗
教
戦
争
で
荒
廃
し
、
や
が
て
人
類
も
他
な
ら
ぬ
宗
教
間
の
闘
争
に
よ
っ

て
滅
び
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
付
　
記

　
本
稿
は
、
一
九
九
五
年
度
十
月
九
日
・
十
日
に
南
山
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日

本
基
督
教
学
会
・
全
国
大
会
で
の
シ
ン
ポ
シ
ウ
ム
の
発
題
講
演
（
十
月
九
日
目

に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
致
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
な
お
か
　
え
い
こ
・
哲
学
教
授
）


