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神
の
概
念
の
問
題

1
世
界
の
対
話
の
中
で
一

花

岡

永

子

ま
え
が
き

　
二
十
世
紀
末
の
今
B
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
は
も
は
や
対
立
し
、

抗
争
し
て
い
る
こ
と
、
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
現
代
は
、
宗
教
に
お
い
て
も

多
元
性
、
相
補
性
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
の
一
宗
教
が
自
ら
の
宗
教

の
絶
対
性
を
他
の
諸
宗
教
に
対
し
て
要
求
し
て
も
、
そ
れ
は
通
用
し
な
い
時
代
と

な
っ
て
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
度
の
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ル
ン
ド
大
学
で

の
国
際
神
学
会
議
の
テ
ー
マ
は
、
次
の
四
つ
の
問
題
で
あ
っ
た
。
1
。
キ
リ
ス
ト
教

の
神
概
念
に
お
け
る
現
代
の
諸
方
策
は
何
か
。
2
．
女
性
解
放
神
学
は
神
概
念
に
関

す
る
現
在
の
論
争
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
変
化
さ
せ
て
き
た
か
。
、
3
．
キ
リ
ス
ト
教

の
神
理
解
に
関
し
て
の
諸
宗
教
問
の
対
話
に
よ
る
衝
撃
は
何
で
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
方
法
は
何
か
。
4
．
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
の
対
話
は
、
神
乃

至
究
極
的
実
在
を
ど
の
様
に
扱
っ
て
き
た
か
。

　
日
本
か
ら
基
調
講
演
者
と
し
て
招
待
さ
れ
た
筆
者
は
、
最
初
の
三
つ
の
問
題
を

も
考
察
の
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
当
然
、
第
四
の
問
題
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
先
ず
最
初
に
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
仏
教
に
と
っ
て
も
仏

教
者
に
と
っ
て
も
、
神
の
問
題
は
、
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
問
題
は
、
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
前
提
の
下
に
、
以
下
の
考
察
が
進
め
ら

れ
・
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
、
筆
者
自
身
の
立
場
を
最
初
に
述
べ
て
お
く
と
、
二
十
歳

の
時
に
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
行
き
、
二
十
一
歳
で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
教

会
で
受
洗
し
た
。
三
十
九
歳
で
人
生
の
一
つ
の
大
き
な
転
機
（
夫
の
死
）
を
迎
え
て
、

禅
の
修
行
を
始
め
た
。
現
在
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
し
て
同
時
に
禅
に
生
き
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
者
に
し
て
同
時
に
禅
に
生
き
る
者
と
し
て
、
本
会
議
で
取
り
扱
わ
れ
る

四
つ
の
問
題
の
う
ち
、
筆
者
は
、
第
四
番
目
の
問
題
を
考
察
す
る
。
し
か
し
、
そ

の
前
に
一
番
目
か
ら
三
番
目
の
問
題
に
も
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
何

故
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
は
、
当
然
第
四
番
目
の
問
題
に
も
関
係
し
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
前
も
っ
て
ど
の
様
な
考
え
を
最
初
の
三
つ
の
問
題
に
対
し
て
抱

い
て
い
る
か
を
示
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
先
ず
第
一
の
問
い
、
即
ち
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
概
念
に
お
け
る
現
代
の
諸
方
策

は
何
か
」
に
対
し
て
は
、
以
下
の
三
点
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
自
然
科
学
・
技
術
と
の
連
関
に
お
い
て
。
．
こ
の
連
関
に
お
い
て
は
、
十
九
世
紀

末
以
来
の
、
相
対
性
理
論
や
量
子
理
論
や
不
確
定
性
原
理
等
々
の
新
し
い
物
理
学

の
発
展
に
よ
り
、
単
に
人
格
的
な
神
、
あ
る
い
は
祈
り
の
対
象
と
し
て
の
人
格
的

神
は
、
妥
当
し
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
人
格
性
と
非
人
格
性
の
根
源
に
お
け
る
神

が
生
き
始
め
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
議
論
さ
れ
、
対
話
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
西
欧
の
伝
統
的
な

形
而
上
学
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
主
客
分
離
に
基
づ
い
た
本
質
主
義
の
哲
学
の
崩

壊
の
結
果
生
じ
て
き
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
の
連
関
に
お
い
て
。
こ
の
連
関
に

お
い
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
神
は
死
ん
だ
」
と
か
「
我
々
が
神
を
殺
し
た
」
と
語
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つ
た
意
味
内
容
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
③
情
報
科
学
の
進

展
に
よ
る
世
界
の
諸
文
化
の
出
会
い
の
中
で
、
特
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
出
会

い
の
中
で
、
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
、
諸
宗
軒
間
に
お
け
る
相
補
的
、
多
元
的
連

関
に
お
い
て
。

　
第
二
の
問
い
、
即
ち
「
女
性
解
放
神
学
は
神
概
念
に
関
す
る
現
在
の
論
争
を
ど

の
よ
う
な
仕
方
で
変
化
さ
せ
て
き
た
か
」
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お

き
た
い
。
即
ち
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
　
「
父
な
る
神
」
と
い
う

表
現
は
男
尊
女
卑
の
段
階
に
あ
る
、
特
殊
な
民
族
的
あ
り
方
か
ら
出
て
き
て
い
る

神
理
解
で
あ
る
が
、
女
性
解
放
神
学
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
男
女
の
差
別
を
越
え

た
人
類
の
立
場
で
の
、
父
に
し
て
母
な
る
神
理
解
へ
と
、
そ
し
て
、
動
植
物
を
も

含
め
、
ま
た
人
格
性
を
も
越
え
た
万
物
の
根
源
と
し
て
の
神
理
解
へ
と
、
神
理
解

が
深
め
ら
れ
、
従
っ
て
ま
た
、
神
概
念
が
深
め
ら
れ
て
行
く
方
向
を
開
き
示
し
て

来
て
い
る
と
。

　
第
三
の
問
い
、
即
ち
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
理
解
に
関
し
て
の
諸
宗
教
問
の
対

話
の
劇
的
効
果
は
何
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
方
法
は
何
で
あ
る
か
」
に
対
し
て
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
即
ち
、
諸
宗
教
問
の
対
話
に
よ
る
劇
的
効
果
は
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
自
ら
の
信
じ
る
神
が
唯
一
絶
対
の
神
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ

と
が
、
他
宗
教
に
お
い
て
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
対

話
や
他
宗
教
と
の
出
会
い
を
通
し
て
各
々
の
宗
教
が
相
互
に
相
手
の
宗
教
の
立
場

に
立
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
四
の
問
い
、
即
ち
、
　
「
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
の
対
話
は

神
乃
至
究
極
的
実
在
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
か
」
に
対
し
て
は
、
以
下
の
幾

人
か
の
、
こ
こ
で
限
ら
れ
た
時
間
以
内
で
扱
う
こ
と
の
可
能
な
、
代
表
的
な
仏
教

者
（
敬
称
略
）
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
直
接
的
な
い
し
は
間
接
的
な
対
話
に
お
け
る
神

乃
至
究
極
的
実
在
の
扱
い
方
を
見
た
上
で
、
全
体
的
な
纏
め
を
試
み
て
み
た
い
と

思
う
。
先
ず
以
下
の
代
表
的
な
対
話
者
の
特
徴
は
、
現
在
ご
存
命
中
の
先
生
方
に

つ
い
て
は
尚
変
化
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
付
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
論
ず
る
代
表
的
な
対
話
者
た
ち
は
、

自
由
な
対
話
に
開
か
れ
て
い
る
仏
教
者
に
し
て
、
同
時
に
宗
教
哲
学
者
あ
る
い
は

哲
学
者
の
方
々
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
自
由
な
対
話
に
は
、
各
宗
教
の
内
部
事
情

に
よ
っ
て
制
限
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
聖
職
者
（
牧
師
、
神
父
、
僧
侶
等
々

）
の
方
々
は
、
省
か
れ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
1
．
万
有
在
神
論
者
で
宗
教
哲
学
者
で
あ
っ
た
西
田
幾
多
郎
（
一
Q
o
刈
O
i
一
り
心
α
）
の

場
合
2
．
仏
教
的
求
道
者
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
求
道
者
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
宗

教
哲
学
者
・
田
辺
元
（
H
◎
o
Q
o
㎝
一
一
㊤
①
ト
の
）
の
場
合
3
．
成
り
つ
・
成
っ
た
仏
教
者
で
あ

る
と
同
時
に
、
成
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
宗
教
哲
学
者
・
西
谷
啓
治

（一

?
W
1
一
㊤
O
O
）
の
場
合
4
．
仏
教
研
究
者
に
し
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
っ
た
宗
教
哲

学
者
・
滝
沢
克
己
（
H
8
り
一
一
⑩
巽
）
の
場
合
　
5
．
a
．
浄
土
真
宗
の
仏
教
者
に
し
て

キ
リ
ス
ト
教
研
究
者
で
も
あ
る
宗
教
哲
学
者
・
武
内
義
範
（
H
り
一
ω
一
）
の
場
合
5
．
b

・
キ
リ
ス
ト
者
に
し
て
仏
教
研
究
者
で
あ
っ
た
宗
教
哲
学
者
・
武
藤
一
雄
（
ち
一
ω
1

一
㊤
縮
）
の
場
合
5
，
c
．
仏
教
者
に
し
て
諸
宗
教
の
根
源
を
体
得
、
体
認
し
た
玉
城

康
四
郎
（
一
〇
一
q
レ
一
8
0
）
の
場
合
　
5
．
d
．
浄
土
真
宗
か
ら
F
A
S
禅
に
転
向
し
た

仏
教
者
に
し
て
宗
教
哲
学
者
・
阿
部
正
雄
¢
㊤
5
1
）
の
場
合
5
．
e
，
仏
教
者
に

し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
者
で
あ
る
、
哲
学
者
・
辻
村
公
一
（
同
8
N
一
）
の
場
合
5

．
f
．
仏
教
者
に
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
者
の
宗
教
哲
学
者
・
上
田
閑
照
（
お
ト
。
①
一

）
の
場
合
5
．
9
キ
リ
ス
ト
者
に
し
て
同
時
に
仏
教
者
と
な
っ
た
、
宗
教
哲
学
者
・

八
木
誠
一
（
一
㊤
ω
N
一
）
の
場
合
。
そ
し
て
最
後
に
、
6
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
神
理
解

は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
か
、
の
考
察
を
試
み
た
い
。

1
．
万
有
在
神
論
者
で
宗
教
哲
学
者
で
あ
っ
た
西
田
幾
多
郎
（
一
。
。
刈
O
一
一
逡
α
）
の

2



場
合

　
日
本
の
最
初
の
独
創
的
な
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
は
、
二
十
五
才
か
ら
禅
の
修
行

を
始
め
、
三
十
三
才
で
最
初
の
公
案
（
和
字
の
公
案
）
を
透
過
し
た
後
、
生
涯
公
的

に
は
哲
学
の
道
に
の
み
専
心
す
る
よ
う
に
な
る
。
西
田
幾
多
郎
は
、
禅
語
録
の
表

現
を
借
り
て
述
べ
れ
ば
、
　
「
天
地
と
我
と
同
根
、
万
物
と
我
と
一
体
」
で
あ
り
、

し
か
も
同
時
に
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
で
あ
る
自
己
を
、
つ
ま
り
万
物
と
平
等

無
差
別
で
あ
る
自
己
と
、
同
時
に
何
者
に
よ
っ
て
も
取
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
の
で

き
な
い
自
己
と
を
同
時
に
自
覚
し
、
こ
の
経
験
を
「
純
粋
経
験
」
と
名
付
け
、
こ

の
経
験
で
一
九
＝
年
に
出
版
し
た
「
善
の
研
究
』
（
1
）
に
お
い
て
す
べ
て
を
説

明
す
る
耳
隠
ら
の
哲
学
の
道
を
歩
み
始
め
た
。

　
西
田
幾
多
郎
の
独
自
の
哲
学
は
、
　
「
純
粋
経
験
」
を
出
発
点
と
し
、
こ
れ
を
基

礎
と
し
て
西
欧
の
哲
学
や
キ
リ
ス
ト
教
を
も
、
－
－
ー
カ
ン
ト
、
新
カ
ン
ト
学
派
、
ヘ

ー
ゲ
ル
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
等
々
と
の
対
決
や
対
話
を
通
し
て

－
－
－
自
ら
の
哲
学
の
内
に
包
み
込
む
よ
う
な
宗
教
哲
学
を
樹
立
し
て
い
っ
た
。
西
田

哲
学
の
要
は
、
一
九
二
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
（
2
）

の
後
半
に
初
め
て
出
て
く
る
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
哲
学
に
あ
る
。
絶
対
無
の
場

所
は
、
万
物
の
各
々
の
自
己
が
絶
対
唯
一
の
自
己
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
こ
と

と
全
く
相
容
れ
ず
、
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
相
互
に
通
町
し
、
根
源
的
に

は
一
切
の
自
己
が
一
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
、
西
田
は
主

張
し
た
。
絶
対
無
の
場
所
と
は
、
簡
単
に
言
い
直
す
と
、
い
か
な
る
思
想
的
な
限

定
や
枠
組
み
を
も
受
け
付
け
な
い
い
わ
ば
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
と
言
う
こ
と

も
で
き
る
。
そ
し
て
、
西
田
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
の
中
心
で
あ

る
と
同
時
に
、
周
辺
で
も
あ
る
絶
対
の
球
と
い
う
あ
り
方
で
成
り
立
っ
て
い
る
絶

対
無
の
場
所
に
お
い
て
は
、
万
物
の
各
々
の
自
己
と
そ
れ
が
お
い
て
あ
る
場
所
と

は
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
」
関
係
に
お
い
て
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
の

こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
最
も
鋭
く
対
立
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
正
統
や

的
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
罪
を
犯
さ
ぬ
神
の
子
に
し
て
人
の
子
で
あ
る
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
と
罪
を
犯
す
人
間
と
の
間
に
は
絶
対
の
断
絶
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神
と
自
己
と
の
間
に
は
両
者
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
の
関
係
は
成
り
立
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
は
、
神
を
絶
対
無

と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
自
己
と
の
根
源
的
な
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

の
関
係
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神
を
人
格
性
と
非
人
格
性
と
の
根

源
と
し
て
の
絶
対
無
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

に
通
底
す
る
究
極
的
実
在
と
し
て
の
神
に
出
会
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
西
田
は
、
自
ら
を
、
汎
神
論
者
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
万
有
在
神
論
者

で
あ
る
と
称
し
て
い
る
。

　
2
，
仏
教
的
求
道
者
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
求
道
者
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
宗
教
哲

学
者
・
田
辺
元
（
一
Q
◎
Q
o
α
ー
ド
⑩
①
卜
Ω
）
の
場
合

　
西
田
幾
多
郎
に
次
ぐ
日
本
に
お
け
る
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
」
の
遂
行

者
は
、
田
辺
元
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
田
辺
は
、
数
学
者
か
ら
物
理
学
者
に
、
物

理
学
者
か
ら
科
学
哲
学
者
に
、
科
学
哲
学
者
か
ら
純
哲
学
者
に
、
そ
し
て
そ
こ
か

ら
宗
教
哲
学
者
へ
と
、
自
ら
の
学
問
領
域
を
深
め
て
い
っ
た
。
田
辺
哲
学
の
中
心
は
、

種
の
論
理
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
西
田
は
京
都
帝
国
大
学
在
任
中
の
一
九

一
九
年
（
大
正
八
年
）
に
、
田
辺
元
を
東
北
帝
国
大
学
か
ら
京
都
帝
国
大
学
の
助
教

授
に
招
い
た
。
し
か
し
、
一
九
三
〇
年
（
昭
箱
五
年
）
に
田
辺
は
論
文
「
西
田
先
生

の
教
え
を
仰
ぐ
」
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
哲
学
に
は
「
場
所
の
論
理
」

は
あ
っ
て
も
、
　
「
種
の
論
理
」
（
3
）
の
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
。

　
こ
こ
で
、
西
田
に
お
け
る
「
場
所
の
論
理
」
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
す
る
暇
は

な
い
が
、
簡
単
に
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
と
の
比
較
で
場
所
の
論
理
を
述
べ
て
お

3



か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
の
場
所
の
論
理
は
、
普
遍
の
立
場
と
個
の
立
場
と

が
同
時
に
成
立
す
る
よ
う
な
場
の
開
け
I
l
i
人
間
で
言
え
ば
、
人
類
の
立
場
と

個
人
の
立
場
が
同
時
に
成
り
立
つ
よ
う
な
場
の
開
け
i
I
一
を
可
能
に
す
る
論
理

で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
人
類
の
立
場
な
い
し
は
世
界
の
立
場
と
個
人
の
立
場
な

い
し
は
単
独
者
の
立
場
と
の
両
者
に
通
底
す
る
場
を
自
己
、
即
ち
森
羅
万
象
の
自

己
な
い
し
は
超
越
の
次
元
…
I
I
仏
教
で
言
え
ば
仏
性
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
で
言

え
ば
神
な
い
し
は
神
性
I
l
i
に
お
い
て
成
立
す
る
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。
従
っ
て
、

西
田
に
お
い
て
は
、
民
族
や
国
家
あ
る
い
は
制
度
や
集
団
の
問
題
は
直
接
に
は
取

り
上
げ
ら
れ
な
い
で
、
形
の
世
界
で
あ
る
文
化
や
文
化
の
直
接
的
基
礎
と
な
っ
て

い
る
表
現
の
問
題
と
し
て
種
の
段
階
の
問
題
は
論
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

田
辺
の
種
の
論
理
は
、
社
会
存
在
の
論
理
と
し
て
の
種
の
論
理
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
の
論
理
」
に
は
、
種
の
論
理
が
直
接
に
は
明
白
に
出
て

い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
　
「
種
の
論
理
」
を
ト
テ
ミ
ズ
の
「
部
分
は
全
体
を
分
有

す
る
」
と
い
う
「
分
有
の
論
理
」
を
核
心
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
　
「
先

論
理
的
論
理
」
と
し
て
、
思
惟
の
三
原
理
や
カ
ン
ト
の
弁
証
論
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁

証
法
や
西
田
の
テ
ト
ラ
・
レ
ン
マ
（
四
句
分
別
）
に
基
づ
く
絶
対
無
の
論
理
に
先
立

つ
も
の
と
し
て
の
社
会
存
在
の
現
実
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
類
や

個
を
、
種
と
の
連
関
の
中
で
考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
田
辺
の
西
田

批
判
の
当
否
は
こ
こ
で
は
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
田
辺
が
こ

の
批
判
を
通
し
て
西
田
に
対
し
て
何
を
語
り
た
か
っ
た
の
か
を
、
本
シ
ュ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
の
連
関
に
お
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
田
辺
が
、
上
に
述
べ
た
批
判
を
通
し
て
西
田
に
語
り
た
か
っ
た
こ
と
と
は
、
本

シ
ュ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
神
の
問
題
」
の
連
関
で
述
べ
れ
ば
、
西

田
の
場
所
の
論
理
は
、
西
田
以
外
の
他
の
一
切
の
神
理
解
の
立
場
を
そ
の
内
に
包

み
込
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
各
々
の
段
階
に
お
け
る

神
理
解
の
内
部
に
お
け
る
分
析
が
不
十
分
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
の
神
の
働

き
の
分
析
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
う
る
。
何
故
な
ら
ば
、

『
俄
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
（
一
逡
①
）
に
お
い
て
、
　
「
種
の
論
理
」
の
基
体
化
を
完

全
に
脱
却
し
て
、
哲
学
そ
の
も
の
が
餓
悔
を
通
し
て
宗
教
哲
学
へ
と
回
心
し
て
以

後
は
、
田
辺
の
他
の
著
書
で
あ
る
『
実
存
と
愛
と
実
践
』
（
一
リ
ミ
）
（
4
）
や
『
キ
リ

ス
ト
教
の
弁
証
』
（
一
逡
Q
o
）
（
5
）
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
…
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
を
媒
介
と
し
な
が
ら
…
　
「
絶
対
無
菌
愛
」
が
田
辺
元
の
哲
学
の
核
心
と
な
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
田
辺
の
『
幟
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
以
後
は
、
仏

教
に
お
け
る
絶
対
無
の
立
場
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
愛
と
一
な
る
も
の
と
見
な

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
田
辺
に
お
い
て
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
の
対
話

に
お
い
て
は
、
　
「
絶
対
無
燈
愛
」
と
し
て
の
神
が
基
礎
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
の
田
辺
で
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
｝
で

あ
る
と
こ
ろ
が
ら
両
宗
教
が
理
解
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
3
．
成
り
つ
・
成
っ
た
仏
教
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
成
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
者

で
あ
っ
た
宗
教
哲
学
者
・
西
谷
啓
治
（
一
㊤
8
1
一
り
8
）
の
場
合

　
田
辺
元
に
次
い
で
の
、
日
本
に
お
け
る
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
問
の
対
話
」

の
遂
行
者
は
、
西
谷
啓
治
で
あ
っ
た
。
京
都
大
学
で
一
九
六
三
年
ま
で
長
ら
く
京

都
大
学
で
宗
教
哲
学
を
講
じ
た
西
谷
啓
治
は
、
成
り
つ
・
す
で
に
成
っ
た
仏
教
徒

で
あ
る
と
同
時
に
、
成
り
つ
つ
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
っ
た
（
6
）
。
西
谷
啓
治
は
、

日
本
で
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
に
触
れ
た
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
キ
リ
ス
ト

教
批
判
を
彼
の
主
著
「
宗
教
と
は
何
か
」
（
7
）
の
中
で
試
み
て
い
る
。
即
ち
、
①
原

罪
の
自
覚
に
纏
わ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
自
己
中
心
性
　
②
自
由
の
自
覚
に
纏
わ
る
理

性
と
、
信
仰
に
基
づ
く
歴
史
の
内
に
歴
史
の
外
か
ら
訪
れ
る
と
い
う
「
終
末
論
」
（
・
1
1

信
仰
と
理
性
）
と
の
関
係
の
問
題
③
「
時
の
一
回
性
」
の
自
覚
に
纏
わ
る
歴
史
意

4



識
の
問
題
。

　
以
上
の
よ
う
な
西
谷
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
な
い
し

は
禅
を
上
位
に
置
き
、
キ
リ
ス
ト
教
を
下
位
に
置
く
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
キ

リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
両
世
界
宗
教
（
普
遍
宗
教
）
に
、
各
々
自
ら
の
立
場
に
対
す
る

自
己
批
判
を
求
め
る
と
い
う
仕
方
で
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ

の
批
判
に
対
し
て
、
私
見
を
こ
こ
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
上
に
挙
げ
た
西
谷
の
キ

リ
ス
ト
教
に
対
す
る
第
一
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
神
の
前
の
人
間
の
単
独
者
と
し

て
の
罪
意
識
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
重
要
な
問
題
と
し
て
、
他
の
宗
教
と
の
対
話
を

通
し
て
の
…
現
代
の
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
に
し
て
神
学
者
の
エ
ピ
ッ
ク
（
8
匿

強
。
胃
》
一
㊤
卜
。
①
1
）
や
J
・
カ
ブ
（
8
ぎ
O
o
げ
げ
、
一
〇
N
Φ
1
）
の
用
語
を
使
え
ば
、
相
補
的
、

多
元
的
な
：
相
互
理
解
の
必
要
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
の
批
判
に
つ

い
て
は
、
信
仰
の
宗
教
に
、
更
に
葦
の
宗
教
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
さ
が
、

つ
ま
り
覚
し
た
理
性
の
立
場
が
加
え
ら
れ
え
る
こ
と
の
重
要
で
あ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
人
格
的
な
神
を
基
礎
と
し
た

直
線
的
な
歴
史
理
解
を
超
脱
し
た
、
直
線
的
に
し
て
同
時
に
円
環
的
な
歴
史
の
意

識
が
、
即
ち
点
的
な
、
一
瞬
一
瞬
が
永
遠
に
触
れ
て
い
る
と
同
時
に
こ
の
世
俗
の

歴
史
と
も
交
錯
す
る
歴
史
…
い
わ
ば
垂
直
次
元
と
水
平
次
元
と
が
瞬
時
瞬
時
に
交

錯
す
る
所
に
成
り
立
つ
歴
史
…
の
意
識
が
、
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
歴
史
意
識
が
成
り
立
つ
の
は
、
西
谷
に
よ
れ
ば
、
　
「
空
」
の
立
場
、
　
「
自
体
」

の
立
場
、
　
「
如
」
の
立
場
で
あ
る
。

　
4
。
　
仏
教
研
究
者
に
し
て
キ
リ
ス
ト
者
と
な
っ
た
宗
教
哲
学
者
・
滝
沢
克
己

（一

W
㊤
1
一
㊤
認
）
の
場
合

　
滝
沢
克
己
は
、
一
九
三
一
年
に
九
州
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業
後
、
西
田

幾
多
郎
に
師
事
し
て
、
西
田
の
勧
め
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
大
学
の
K
・
バ
ル

ト
（
剛
（
碧
一
⇔
⇔
彗
レ
器
①
一
一
㊤
①
◎
o
）
（
8
）
に
一
九
三
四
一
三
五
年
ま
で
師
事
し
、
そ
の
後

キ
リ
ス
ト
者
と
な
っ
て
洗
礼
を
受
け
た
。
彼
は
、
第
一
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
（
神

我
等
と
共
に
あ
り
）
と
第
二
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
を
分
け
て
（
第
一
義
の
イ
ン
マ

ヌ
エ
ル
と
は
、
　
「
神
は
我
等
と
共
に
あ
り
」
と
い
う
原
事
実
（
イ
ザ
ヤ
書
S
　
高
倉

。
。
”
○
。
レ
O
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
絶
対
性
は
語
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
を
示
す
。
第
二
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
は
、
第
一
義
の
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
原

事
実
が
い
わ
ば
自
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
は
こ
の
原
事

実
を
自
覚
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
差
異
を
越

え
た
次
元
が
露
わ
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
る
。

彼
に
お
い
て
は
、
神
概
念
を
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
熟
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
、

仏
教
へ
の
接
近
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

5
。
a
．
浄
土
真
宗
の
仏
教
者
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
研
究
者
で
あ
っ
た
宗
教
哲
学
者
・

武
内
義
範
（
一
㊤
一
Q
。
1
）
の
場
合

　
武
内
義
範
（
京
都
大
学
に
お
け
る
西
谷
啓
治
の
後
任
者
）
は
、
P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

（
唱
帥
ロ
一
　
一
『
凶
一
一
一
〇
げ
鴇
一
Q
o
Q
o
①
一
一
㊤
①
㎝
）
や
R
・
ブ
ル
ト
マ
ソ
（
閃
巳
。
嗣
ス
9
ニ
ゥ
コ
巳
§
§
P

一
。
。
鍾
一
一
り
刈
①
）
等
々
の
数
多
く
の
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
た
ち
と
の
対
話
を
遂

行
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
神
（
究
極
的
実
在
）
は
、
K
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
門
巴

㌶
招
①
β
一
◎
◎
器
一
一
㊤
Φ
㊤
）
ト
の
語
る
よ
う
な
「
包
括
者
と
し
て
の
神
」
や
P
・
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
の
語
る
よ
う
な
「
有
神
論
の
神
以
上
の
神
」
を
も
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
つ
ま
り
馬

宗
教
と
哲
学
と
の
区
別
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
点
と

し
て
理
解
さ
れ
た
慈
悲
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
得
る
（
9
）
。

　
5
，
b
．
キ
リ
ス
ト
者
に
し
て
仏
教
研
究
者
の
宗
教
哲
学
者
・
武
藤
一
雄

（一

?
黹
ﾖ
1
一
㊤
Φ
α
）
の
場
合

5



京
都
大
学
の
キ
リ
ス
ト
教
学
の
教
授
で
あ
っ
た
武
藤
一
雄
は
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ

っ
た
が
、
彼
の
師
で
あ
る
田
辺
元
の
研
究
を
常
に
続
け
て
、
田
辺
の
最
後
的
立
場

で
あ
る
「
絶
対
無
即
愛
」
を
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
仏
教
の
究
極
的
実
在

の
世
界
と
し
て
の
絶
対
無
と
を
い
わ
ば
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
理
解
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
根
源
的
一
の
次
元
を
探
究
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
得
る
。

　
5
．
c
．
仏
教
者
に
し
て
諸
宗
教
の
根
源
を
体
得
、
体
認
し
た
宗
教
哲
学
者
・
玉

城
康
四
郎
（
一
〇
一
い
－
一
〇
〇
〇
）
の
場
合

　
東
京
大
学
の
名
誉
教
授
で
あ
っ
た
玉
城
康
四
郎
は
、
ダ
ン
マ
を
根
本
に
お
き
な

が
ら
、
　
「
〈
エ
リ
〉
、
〈
エ
リ
〉
馬
レ
マ
、
サ
バ
ク
タ
ニ
」
（
「
わ
が
神
、
わ
が
神
、

何
故
わ
れ
を
見
捨
て
給
い
し
か
」
、
マ
タ
イ
ニ
七
・
四
六
）
）
と
叫
ん
で
死
ん
で
い

っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
、
完
全
な
る
神
性
と
同
時
に
完
全
な
る
人
間

性
と
い
う
神
1
1
人
の
両
性
を
見
出
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
に
お
け
る
共
通

の
人
間
理
解
と
超
越
の
次
元
の
理
解
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
得
る
。

つ
ま
り
、
無
性
な
る
仏
性
を
自
性
と
す
る
仏
教
に
お
け
る
人
間
の
自
己
理
解
と
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
自
己
理
解
（
1
ー
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
神
”
人
」
と
し
て

の
あ
り
方
を
、
い
わ
ば
非
神
話
化
し
て
す
べ
て
の
人
間
に
も
こ
の
「
神
1
1
人
」
を

見
出
す
と
い
う
自
己
理
解
）
と
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
共
通
の
人

間
理
解
と
、
更
に
、
究
極
的
実
在
理
解
と
人
間
理
解
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
と

理
解
で
き
る
。
こ
の
事
実
を
講
演
者
は
、
玉
城
教
授
の
ご
他
界
の
一
年
前
の
有
る

国
際
学
会
に
お
い
て
も
直
接
に
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
の
共
通
の
究
極

実
在
は
、
ダ
ン
マ
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ
も
キ
リ
ス
ト
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
孔
子
も
マ

ル
ク
ス
も
こ
の
ダ
ン
マ
が
露
わ
に
な
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
1
0
）
。

5
．
d
．
浄
土
真
宗
か
ら
F
A
S
禅
に
転
向
し
た
仏
教
者
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
研

究
者
で
も
あ
っ
た
宗
教
哲
学
者
・
阿
部
正
雄
（
一
〇
一
い
－
）
の
場
合

　
日
本
の
奈
良
教
育
大
学
の
名
誉
教
授
の
阿
部
正
雄
は
、
一
九
七
七
－
一
九
八
七

年
ま
で
ア
メ
リ
カ
で
、
ま
た
そ
の
後
も
欧
米
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
を
続
け

て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
長
年
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
の
中
で
究
極
実
在
を
、
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
に
通
底
す
る
根
源
的
な
次
元
に
見
出
す
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
隅
仏
教
の
絶
対
無
と
し
て
の
究
極
実
在
と
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
神
と
の
両
宗

教
間
の
相
異
性
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
。

　
5
．
e
．
仏
教
者
に
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
者
で
あ
る
哲
学
者
・
辻
村
公
一

（一

Z
b
◎
N
－
y
の
場
合

　
仏
教
者
に
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
者
の
哲
学
者
・
辻
村
公
一
は
、
主
と
し
て

R
・
ブ
ル
ト
マ
ソ
を
通
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
を
介
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

の
伝
統
的
な
正
統
喪
神
理
解
を
越
え
た
、
い
わ
ば
神
の
根
底
へ
と
実
在
経
験
を
深
め
、

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
に
通
害
し
て
い
る
次
元
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

理
解
さ
れ
得
る
。

　
5
．
f
．
仏
教
に
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
者
の
宗
教
哲
学
者
・
上
田
閑
照

（
6
b
。
O
噂
）
の
場
合

　
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
上
田
閑
照
は
、
主
と
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
を
通
し

て
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
媒
介
と
し
て
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
通
回
し
て
い
る
、

西
田
に
お
け
る
と
同
様
の
絶
対
無
の
神
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
。

5
．
9
キ
リ
ス
ト
者
に
し
て
同
時
に
仏
教
者
と
な
っ
た
、
宗
教
哲
学
者
・
八
木
誠

一
（
H
8
N
l
）
の
場
合

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
新
約
聖
書
学
者
で
あ
る
八
木
誠
一
は
、
ド
イ
ツ
で
仏
教
の

6



禅
に
お
け
る
見
性
体
験
を
通
し
て
仏
教
者
と
な
っ
た
。
そ
の
体
験
に
お
け
る
根
源

．
語
は
、
禅
語
録
の
中
に
出
て
く
る
達
磨
の
言
葉
（
1
1
）
と
同
様
「
廓
然
無
聖
」
で
あ

　
つ
た
。
上
に
挙
げ
て
き
た
日
本
の
代
表
的
な
仏
教
者
な
い
し
は
仏
教
研
究
者
に
し

て
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
人
々
の
中
で
も
最
も
若
い
八
木
誠
一
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
．

ホ
ー
ム
に
生
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
（
八
木
自
身
の
言
葉
に
従
え
ば
「
イ
エ
ス
の
弟
子
」
）

に
し
て
同
時
に
仏
教
者
で
あ
る
こ
と
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
が
根
源
的
に
は
一

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
理
解
さ
う
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
今
後
の

世
界
の
歩
ん
で
行
く
方
向
が
そ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
に
共
通
の
開
け
と
し
て
、
根
源

的
で
万
人
に
開
け
た
思
想
が
八
木
誠
一
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
6
．
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
神
理
解
は
ど
の
よ
う
な
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
か
。

　
以
上
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
神
の
問
題
は
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
決
定
的

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
、
神
が
人
間
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
る
よ
う
な
人

格
的
な
絶
対
者
と
し
て
の
神
で
あ
る
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
仏
教
徒
は
キ
リ
ス
ト
者

と
な
る
こ
と
が
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
人
格

的
神
と
非
人
格
的
神
の
い
わ
ば
根
源
と
し
て
の
絶
対
無
に
ま
で
開
け
て
い
る
と
理

解
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
仏
教
徒
は
同
時
に
キ
リ
ス
ト
者
と
も
な
り
う
る
こ
と
が
分

か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
仏
教
に
お
け
る
究
極
的
実
在
な
い
し
は
そ
の
実
在

の
あ
り
方
と
し
て
の
縁
起
や
空
や
絶
対
無
が
、
人
格
的
な
神
の
根
源
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
自
由
自
在
に
人
格
的
な
神
の
形
（
父
、
子
、
聖
霊
）
を
取
り
う
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
は
仏
教
者
と
対
立
し
な
く
て
も
す
む
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
も
し
仏
教
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
立
場
を
仏
教
に
お
け
る
立

場
に
は
未
だ
達
し
て
い
な
い
一
段
低
い
も
の
と
、
固
定
化
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、

両
世
界
宗
教
の
間
に
は
い
か
な
る
対
話
も
成
り
立
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
最
後
に
、
神
乃
至
究
極
的
実
在
と
人
間
と
の
三
様
の
関
係
の
仕
方
を
以

下
の
よ
う
に
分
類
し
て
、
日
本
の
代
表
的
な
仏
教
者
に
し
て
宗
教
哲
学
者
（
な
い

し
は
哲
学
者
）
で
あ
る
、
上
に
挙
げ
た
人
々
が
何
処
に
属
す
る
か
を
愚
見
に
従
っ

て
示
し
て
み
た
い
。

　
a
．
神
あ
る
い
は
究
極
的
実
在
を
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
相
異
性
の
根
源
に
お

　
　
い
て
通
落
し
て
い
る
「
払
底
の
底
」
に
見
出
そ
う
と
し
て
、
両
世
界
宗
教
の

　
　
共
通
の
根
源
に
遡
ろ
う
と
す
る
立
場
L
－
1
田
辺
元
、
滝
沢
克
己
、
武
内
義
範
、

　
　
武
藤
一
雄
、
辻
村
公
一

　
b
．
神
あ
る
い
は
究
極
的
実
在
を
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
そ
れ
ぞ
れ
相
違
し

　
　
た
実
在
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
も
の
と
し
て
見
出
し
、
両
宗
教
に
お
け
る
レ
ベ

　
　
ル
の
相
違
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
究
極
的
実
在
を
強
調
す
る
立
場
1
i
i
阿
部
正
雄
、

　
　
上
田
閑
照

　
c
．
神
あ
る
い
は
究
極
的
実
在
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
根
源
に
開
け
て
い

　
　
る
と
自
ら
体
得
・
体
認
し
て
、
両
世
界
宗
教
の
根
源
（
開
け
、
な
い
し
は
無

　
　
底
の
底
）
か
ら
思
索
し
て
い
る
立
場
i
I
i
西
田
幾
多
郎
、
西
谷
啓
治
、
玉

　
　
城
康
四
郎
、
八
木
誠
一

　
さ
て
、
右
に
分
類
さ
れ
た
a
．
b
．
c
の
い
ず
れ
の
立
場
も
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
の
問
の
対
話
（
沈
黙
を
も
、
瞑
想
を
も
含
む
対
話
）
と
出
会
い
に
よ
っ
て
両
宗
教

が
両
者
の
根
源
の
開
け
へ
と
開
け
て
行
く
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
立

場
で
あ
る
。
先
ず
b
の
立
場
に
よ
っ
て
両
宗
教
の
区
別
や
差
異
や
相
違
が
は
っ
き

り
し
て
初
め
て
、
そ
こ
に
露
わ
と
な
っ
て
垣
間
見
え
て
い
る
共
通
点
あ
る
い
は
開

け
か
ら
、
両
宗
教
の
根
源
に
遡
る
と
い
う
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
諸
宗
教
の
根
源

に
遡
る
と
い
う
問
題
意
識
も
生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
い
で
、

．
a
の
立
場
は
、
b
に
お
い
て
生
ま
れ
て
き
た
問
題
意
識
か
ら
、
直
観
的
に
出
て
く

7



る
当
然
の
究
明
の
方
向
で
あ
る
。
こ
の
究
明
に
よ
っ
て
、
初
め
て
。
の
立
場
が
可

能
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
c
の
立
場
に
達
す
る
時
に
初
め
て
、
仏
教
徒
に
と

っ
て
も
神
の
問
題
は
、
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
日

本
の
代
表
的
な
宗
教
哲
学
者
た
ち
が
、
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
の
対
話
の
中
で
、

神
あ
る
い
は
究
極
的
実
在
を
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
か
は
、
右
に
見

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
に
示
し
た
。
の
立
場
に
生
き
る
時
に
は
、

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
根
源
に
通
魅
し
て
開
け
て
い
る
実
在
、
つ
ま
り
無
底
の
底

と
し
て
の
実
在
が
経
験
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
実
在
は
神
と
も
、
あ

る
い
は
ま
た
空
と
も
、
あ
る
い
は
仏
性
と
も
表
現
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
神
は
、

如
何
な
る
思
惟
の
枠
組
み
を
も
う
け
な
い
「
開
け
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
究
極
的
実
在
が
表
現
さ
れ
た
神
、
空
、
仏
性
、
開
け
等
々

は
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
る
と
、
絶
対
無
と
も
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、

仏
教
に
と
っ
て
も
、
神
は
核
心
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
宗
教
に
お
い
て
も
多
元
性
、
相
補
性
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、

神
は
、
た
だ
単
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
諸
宗
教
に
お
け
る
超

越
的
な
次
元
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
神
の
内
実
は
、
現
代

に
お
い
て
は
、
仏
教
に
お
け
る
仏
性
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
諸
宗
教
の
核
心
と
な

っ
て
い
る
超
越
性
で
も
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
神
は
、
右
に
挙
げ
た
b
や
a
の
立
場
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
宗
教
に
通
底
す

る
超
越
的
な
次
元
の
表
現
と
は
未
だ
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
b
や
a
の
立
場
に
お

い
て
は
、
神
は
、
各
宗
教
に
お
い
て
、
全
く
別
々
の
神
が
存
す
る
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
神
と
仏
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
ひ
と
た
び
。
の
立
場
に
、
即
ち
絶
対
の
無
限
の
開
け
に
人
間
の
自
己
が
自

覚
的
に
生
き
る
よ
う
に
な
る
時
に
は
、
神
は
一
切
の
真
の
宗
教
の
根
底
に
お
い
て

通
底
し
て
い
る
超
越
の
次
元
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
う

る
の
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
い
て
は
、
上
に
挙
げ
た
a
．
b
．
c
．
の
い
ず
れ
の
立
場
の
代
表
者
た
ち

も
力
強
く
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
立
場
で
、
神
乃
至
究
極
的
実
在
を
究
明
し
て
来
た
し
、

ま
た
究
明
し
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
領
域
で
分
裂
し
、
混
乱
し
、
頽

廃
し
切
っ
て
い
る
こ
の
世
紀
末
の
世
界
の
状
況
を
、
そ
れ
ら
の
分
裂
、
混
乱
、
乱

れ
の
出
て
き
た
根
源
な
い
し
は
開
け
と
し
て
の
「
一
」
の
世
界
に
お
い
て
新
た
に

受
け
取
り
直
す
方
向
へ
と
、
世
界
は
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
動
き
の

要
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
正
に
、
神
（
あ
る
い
は
究
極
的
実
在
）
の
問
題
な
の
で

あ
る
。

注1
『
善
の
研
究
」
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
1
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
、

　
東
京
。

2
「
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」
、
上
掲
書
第
4
巻
所
収
。

3
『
種
の
論
理
』
、
　
『
田
辺
元
全
集
』
第
6
巻
、
第
7
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
、
一

　
九
六
三
、
東
京
。

4
「
愛
と
実
存
と
実
践
』
、
上
掲
書
第
9
巻
所
収
、
一
九
六
三
。

5
『
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
証
」
、
上
掲
書
第
δ
巻
．
所
収
、
一
九
六
三

6
＞
げ
8
冒
8
。
・
Z
写
声
国
碧
。
。
≦
巴
α
o
昌
箪
。
。
り
踏
o
a
o
び
一
㊤
刈
。
。
、
「
孟
9
お
、
参
照

7
『
宗
教
と
は
何
か
」
、
　
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
　
第
十
巻
　
所
収
、
遺
文
社
、
一

　
九
八
七
、
東
京

8
『
滝
沢
克
己
著
作
集
』
第
十
巻
、
法
意
館
、
一
九
七
二
、
京
都
参
照

9
『
親
鶯
』
、
　
『
浄
土
仏
教
の
思
想
』
第
9
巻
　
所
収
、
武
内
義
範
著
、
講
談
社
、

　
　
一
九
九
一
、
東
京
、
参
照
。
　
『
教
行
信
証
の
哲
学
』
、
隆
文
館
、
一
九
八
七
、

　
東
京
、
参
照
。
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10

w
脳
幹
と
解
説
　
…
形
無
き
い
の
ち
が
徹
す
る
…
』
、
玉
城
康
四
郎
著
、
哲
学

　
書
房
、
一
九
九
六
、
東
京
参
照
。

11

癪
鉛
ﾐ
古
（
『
禅
の
語
録
』
1
5
所
収
、
入
矢
義
高
・
梶
谷
宗
忍
・
柳
田
聖
山
著
、

　
　
一
九
八
一
、
　
筑
摩
書
房
、
東
京
、
九
頁

付
記
．

　
本
稿
は
、
一
九
九
九
年
五
月
六
日
か
ら
九
日
ま
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ル
ン
ド
大

学
で
、
日
本
の
国
際
交
流
基
金
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国
立
協
会
や
議
会
の
援
助
に

よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
、
国
際
神
学
会
議
で
の
英
語
に
よ
る
基
調
講
演
を
邦
訳
し
、

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