
48 

ヴ
ィ
リ
ギ
ス
・
イ
ェ
ー
ガ
ー（W

illigis Jäger

、一
九
二
五
年
生
）

は
ド
イ
ツ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
司
祭
。
若
い
頃
か
ら
キ
リ
ス
ト

教
神
秘
主
義
の
研
鑽
を
重
ね
て
き
た
が
、
一
九
六
九
年
頃
か
ら

禅
に
関
心
を
向
け
、
一
九
七
五
年
か
ら
一
九
八
一
年
ま
で
、
日

本
の
在
家
禅
会
で
あ
る
三
宝
教
団
の
山
田
耕
雲
老
師
（
一
九
〇
七

―
一
九
八
九
）
に
つ
い
て
集
中
的
な
公
案
修
行
を
遂
行
し
、
禅
の

教
授
資
格
を
得
た
。
そ
の
後
、
母
国
の
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
キ

リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
観
想
と
禅
の
接
心
の
講
習
会

1

を
開
催
し
、

現
代
に
お
い
て
神
を
求
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
の
間
で
大
き

な
人
気
を
博
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
ヴ
ィ
リ
ギ
ス
神
父
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
禅
の
修
練
を

教
え
る
代
表
的
な
人
物
と
目
さ
れ
、「
現
代
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

１ 

東
西
の
霊
的
な
道
に
お
け
る
叡
知

「
西
と
東
の
叡
知
」（w

estöstliche W
eisheit

）
と
い
う
こ
と

で
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
要
約
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
、

と
要
請
さ
れ
て
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る

2

。

① �

東
西
の
叡
知
あ
る
人
々
が
深
層
の
超
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
経
験

を
な
し
、
こ
う
し
た
経
験
か
ら
諸
宗
教
が
生
ま
れ
た
。

② �
彼
ら
の
描
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
道
は
、
分
別
理
性

（R
atio

）
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
背
景
根
拠
的
な
現
実

ヴ
ィ
リ
ギ
ス
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
と
東
西
の
霊
的
叡
知
の
統
合
の
試
み

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
禅

清
水
大
介
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（hintergründigeW
irklichkeit

）
を
経
験
す
る
こ
と
へ
と

導
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
根
拠
的
現
実
に
諸
宗
教
は

色
々
な
名
前
を
与
え
た
が
、
同
じ
も
の
が
意
味
さ
れ
て
い

る
。
道
は
、
登
山
に
喩
え
る
な
ら
、
途
中
の
登
り
方
は
さ

ま
ざ
ま
で
も
、
同
じ
頂
上
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

③ �

文
化
や
宗
教
が
ち
が
っ
て
も
、
私
た
ち
は
同
じ
人
間
と
し

て
、
存
在
の
原
根
底
（U

rgrund des Seins

）
を
経
験
可

能
に
す
る
、
深
層
の
同
一
基
盤
を
有
し
て
い
る
。

④ ��「
西
と
東
の
叡
知
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
霊
的
な
道
の
核
心
で

あ
り
、
教
条
と
信
仰
帰
属
が
超
え
ら
れ
る
な
ら
、
あ
ら
ゆ

る
宗
教
に
見
い
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑤ ��「
西
と
東
の
叡
知
」
が
教
え
る
修
練
の
道
は
、
自
我
の
撤

収
へ
と
到
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
我
活
動
に

よ
っ
て
不
断
に
覆
わ
れ
て
い
た
レ
ベ
ル
が
明
ら
か
に
な

る
。

⑥ ��

こ
の
到
達
は
、
一
焦
点
（
呼
吸
、
音
声
）
と
一
つ
に
な
る

か
、
ま
た
は
形
象
無
き
空
へ
と
「
観
る
」
こ
と
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
。

⑦ ��

こ
の
道
は
、献
身
、鍛
練
、徹
底
を
要
す
る
修
練
の
道
（
あ

る
い
は
祈
り
の
道
）
で
あ
る
。

⑧ �

こ
の
道
は
、
い
の
ち
の
道
で
あ
り
、
人
を
内
面
か
ら
変
貌

さ
せ
る
。

２  

日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
禅
の
同

類
性
の
経
験

イ
ェ
ー
ガ
ー
が
こ
の
よ
う
に
東
西
の
霊
的
叡
知
の
同
一
性
を

主
張
し
、
そ
う
し
た
同
一
の
霊
的
叡
知
を
修
練
の
目
標
と
し
て

掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
滞
在
中
に
キ
リ
ス
ト
教
神

秘
主
義
と
禅
が
同
類
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
に
体

験
し
た
こ
と
に
よ
る
。

日
本
の
禅
セ
ン
タ
ー
で
の
長
期
滞
在
は
私
に
、
あ
ら
ゆ
る

宗
教
の
霊
的
な
道
は
同
一
の
根
本
構
造
に
従
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。
私
に
わ
か
っ
た
の
は
、
私
た

ち
が
人
間
と
し
て
も
っ
て
い
る
根
本
的
な
才
能
は
、
私
た

ち
皆
に
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
才
能
の

一
つ
が
、
一
切
の
存
在
の
背
景
根
拠

3

（H
intergrund

）
を

経
験
で
き
る
と
い
う
才
能
で
す
。
こ
の
経
験
に
到
る
ま

で
の
本
質
的
な
歩
み
が
必
要
と
す
る
の
は
、
分
別
意
識
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（Tagesbew
usstsein

）
を
沈
黙
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ

に
よ
っ
て
精
神
が
エ
ゴ
（Ego

）
の
制
限
か
ら
解
放
さ
れ

ま
す
。
エ
ゴ
と
の
自
己
同
一
化
を
解
消
す
る
こ
と
に
成
功

す
る
な
ら
、
私
た
ち
が
一
切
の
存
在
の
一
性
（Einheit

）

を
経
験
す
る
意
識
空
間
が
開
か
れ
て
き
ま
す

4

。

分
別
意
識
を
沈
黙
さ
せ
る
こ
と
と
精
神
を
エ
ゴ
の
制
限
か
ら

解
放
す
る
こ
と
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
禅
に
共
通
の

修
練
の
過
程
で
あ
り
、
一
切
の
存
在
の
一
性
の
経
験
は
両
者
の

共
通
の
目
標
な
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
禅
は
、

実
際
の
経
験
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
同
じ
類
に
属
す
る
。

私
と
し
て
は
、
長
年
の
禅
修
行
に
よ
っ
て
初
め
て
、
キ
リ
ス

ト
教
神
秘
主
義
が
そ
の
核
心
に
お
い
て
禅
宗
と
ま
さ
し
く
同

じ
こ
と
を
教
え
て
い
る
、
と
わ
か
り
ま
し
た

5

。
禅
が
キ
リ
ス

ト
教
神
秘
主
義
と
同
じ
構
成
要
素
を
含
み
、
困
難
も
経
験
そ

れ
自
体
も
広
汎
に
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
こ

と
は
、
私
に
と
っ
て
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
素
晴
し
い
こ
と

で
あ
り
ま
し
た

6

。

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
禅
の
同
類
性
は
、（
１
）
修
練
の
根

本
構
造
の
同
類
性
と（
２
）根
本
経
験
の
同
質
性
に
認
め
ら
れ
る
。

２
・
１ 

修
練
の
根
本
構
造
の
同
類
性

イ
ェ
ー
ガ
ー
が
実
地
の
修
練
に
お
い
て
認
識
し
た
の
は
、
根

本
経
験
が
同
質
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
根
本
経
験
に
到
る
修

練
の
方
法
も
同
一
の
根
本
構
造
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。

超
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
意
識
空
間
に
到
る
接
近
通
路
に
は
色
々
な

も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
、
二
つ
の
接
近
通
路
が
、

最
も
一
般
的
な
修
練
の
根
本
形
式
な
い
し
根
本
構
造
で
あ
る
。

そ
れ
は
、（
１
）
意
識
の
統
一
（Vereinheitlichung

）
な
い
し

意
識
の
集
中（Sam

m
lung

）と（
２
）意
識
の
空
化（Entleerung

）

で
あ
る

7

。
根
本
形
式
は
二
つ
と
も
、
自
我
を
撤
収
せ
し
め
、
も

っ
て
私
た
ち
の
真
の
本
質
（unser w

ahresW
esen

）
が
顕
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る

8

。

２
・
１
・
１ 

意
識
の
集
中

第
一
の
意
識
の
統
一
な
い
し
集
中
は
、
集
中
す
る
た
め
の
焦

点
を
使
っ
て
行
わ
れ
る
。
焦
点
は
呼
吸
、
単
語
、
公
案
、
マ
ン

ト
ラ
、
音
声
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
修
練
は
、
エ
ゴ
の
レ
ベ
ル
の
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後
退
と
深
い
内
的
な
集
中
を
帰
結
す
る
。
意
識
は
雑
念
か
ら
解

放
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
は
こ
の
状
態
を
「
静
謐
の

祈
り

9

」（G
ebet der Ruhe

）
と
呼
び
、禅
は
「
三
昧
」（Sam

adhi

）

と
呼
ん
だ
。
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
空
、
無
、
十
字
架
の
ヨ

ハ
ネ
の
ナ
ダ
で
あ
る
が
、
こ
の
無
は
た
だ
の
無
で
は
な
く
、
そ

こ
か
ら
一
切
が
流
出
す
る
可
能
態
（Potenz

）
で
あ
る

0

。

意
識
集
中
の
焦
点
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
、
典
型
的
に
は

キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
イ
エ
ス
の
祈
り

a
」、
禅
で
は
公
案
「
無
」
で

あ
る
。
そ
の
他
の
宗
教
で
は
、
浄
土
教
で
は
念
仏
、
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
で
は
九
九
の
ア
ラ
ー
の
名
前
、
ヨ
ー
ガ
で
は
聖
な
る
「
オ

ー
ム
」
が
修
練
の
際
に
唱
え
ら
れ
る

b

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
の
講
習
会
で
は
、「
イ
エ
ス
の
祈
り
」
よ
り
も

さ
ら
に
約つ
づ

め
て
、
英
語
な
らlove 

と
かG

od

、
ド
イ
ツ
語
な
ら

Jesus�

と
かLogos 

の
よ
う
な
一
単
語
を
念
ず
る
よ
う
に
さ
せ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ェ
ー
ガ
ー
が
禅
の
影
響
を
受
け

て
独
自
に
新
し
く
発
案
し
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
過
去
の
キ

リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
で
行
わ
れ
て
い
た
修
練
の
方
法
を
踏
襲
し

た
も
の
で
あ
る
。
代
表
例
と
し
て
は
、
十
四
世
紀
英
国
の
作
者

不
詳
の
神
秘
主
義
の
著
作
『
不
可
知
の
雲
』
に
、
単
語
を
念
ず

る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る

c

。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
念
ず
る
単

語
の
意
味
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
禅
に
お
け
る
数す
そ
く
か
ん

息
観
や
無
字
の
拈ね
ん
て
い提
な
ど
、
東
洋
的

な
修
行
の
仕
方
と
近
い
見
方
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ

る

d

。『
不
可
知
の
雲
』
が
、
念
ず
る
単
語
の
意
味
を
考
え
て
は
い
け

な
い
こ
と
を
説
く
よ
う
に
、
一
般
に
こ
う
し
た
意
識
の
集
中
の

修
練
に
お
い
て
大
切
な
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
雑
念
と
分
別
活
動
が

停
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雑
念
と

分
別
活
動
の
停
止
に
つ
い
て
は
、『
不
可
知
の
雲
』
だ
け
で
は
な

く
、十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
、ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
、オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
・

ベ
ー
カ
ー

e

、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
な
ど
、
他
の
神
秘
家
た
ち
も
一
様

に
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

f

。

２
・
１
・
２ 

意
識
の
空
化

修
練
の
第
二
の
根
本
形
式
で
あ
る
意
識
の
空
化
に
お
い
て
は
、

意
識
は
無
反
応
に
な
る
。
意
識
は
明
る
く
目
覚
め
て
い
る
が
、

何
も
の
に
も
自
分
を
結
び
付
け
よ
う
と
し
な
い
。
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
一
切
を
通
り
過
ぎ
さ
せ
、
意
識
は
次
第
に
鏡
の
よ
う
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に
な
る
。
鏡
は
一
切
を
映
す
が
、
そ
の
ど
れ
と
も
自
己
同
一
化

し
な
い
。
こ
の
状
態
は
純
粋
な
注
意
（reine Aufm

erksam
keit

）

で
あ
る
。
何
か
特
定
の
も
の
に
注
意
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の

注
意
は
純
粋
な
現
在
（reine Präsenz

）
で
あ
る
。
意
識
は
い
わ

ば
自
分
自
身
を
眺
め
て
い
る
。
禅
で
は
こ
の
修
練
の
根
本
形
式

を「
只し
か
ん
た
ざ

管
打
坐
」と
い
う
。キ
リ
ス
ト
教
の
観
想
の
ほ
う
で
は
、『
不

可
知
の
雲
』
に
お
い
て
「
裸
の
存
在
へ
と
観
る
」（Schauen ins 

nackte Sein

）
こ
と
と
名
付
け
ら
れ
、十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
で
は
「
純

粋
注
意
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

g

。

「
裸
の
存
在
へ
と
観
る
」
と
は
正
確
に
は
「
裸
の
自
己
存
在
の

覚
知
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
不
可
知
の
雲
』
の
作
者
の
後
年

の
書
簡
集
で
あ
る『
個
人
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
書
』第
三
章
で
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
や
、
全
的
に
あ
な
た
の
本
体
で
、
つ
ま
り
、
あ
な
た
の

裸
の
存
在
（your naked being

）
を
捧
げ
る
こ
と
で
、
神

を
敬
う
だ
け
で
十
分
な
の
で
す
。（
…
…
）
自
己
の
存
在

の
覚
知
（aw

areness of your being

）
か
ら
、
自
己
の
存

在
の
諸
属
性
に
つ
い
て
の
思
念
を
す
べ
て
脱
ぎ
捨
て
て
し

ま
い
な
さ
い
。
そ
し
て
、
自
己
の
存
在
と
そ
の
他
の
被
造

物
の
存
在
に
関
す
る
一
切
の
個
別
的
な
些
細
事
か
ら
、
完

全
に
あ
な
た
の
心
を
空
虚
に
（em

pty

）
し
て
し
ま
い
な

さ
い

h

。

こ
の
意
識
状
態
は
、
心
を
空
虚
に
し
、
裸
の
自
己
の
存
在
の

覚
知
だ
け
に
な
る
こ
と
で
、
あ
と
は
神
か
ら
の
働
き
か
け
を
待

っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
心
を
空
虚
に
す
る
と
い
う
表
現
に「
意

識
の
空
化
」
と
名
付
け
ら
れ
る
所
以
が
あ
る
。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
純
粋
注
意
」
は
、「
愛
を
込
め
て
注
意

を
向
け
る
こ
と

i

」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
人
間
は
た
だ
、
個
々
の
行
為
を
な
す
こ

と
な
く
、「
愛
を
こ
め
て
注
意
を
向
け
る
こ
と
」
に
お
い

て
神
の
そ
ば
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
自
分
の
ほ

う
か
ら
努
力
す
る
こ
と
な
く
、
端
的
で
単
純
な
「
愛
を
こ

め
て
注
意
を
向
け
る
こ
と
」
の
内
で
受
動
的
な
態
度
を
と

る
。
そ
れ
は
丁
度
誰
か
が
愛
に
満
ち
た
注
意
で
も
っ
て
目

を
見
開
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る

j

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
こ
の
連
関
で
『
カ
ル
メ
ル
山
登と
は
ん攀
』
の
次
の

個
所
を
引
用
し
て
い
る
。

魂
の
変
容
と
神
と
の
一
致
と
は
、
感
覚
や
人
間
的
能
力
の
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捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、（
…
…
）

感
情
、
あ
る
い
は
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ

に
関
わ
っ
て
く
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
で
き
る
だ
け
完
全

に
、
し
っ
か
り
と
虚
し
く
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

実
際
、
自
我
を
す
て
、
全
く
裸
に
な
り
、
無
に
な
っ
た
も

の
に
対
し
て
、
神
が
お
働
き
に
な
る
の
を
、
だ
れ
が
妨
げ

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

k

。

『
不
可
知
の
雲
』
現
代
英
語
版
の
編
者
の
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
に
よ

れ
ば
、『
不
可
知
の
雲
』（
十
四
世
紀
）
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
（
十
六

世
紀
）
の
間
に
は
、
類
似
の
表
現
が
た
く
さ
ん
あ
る
そ
う
で
あ

る
。
二
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
共
通
の
伝
統
の
大
き
な
潮

流
の
内
に
属
し
て
い
る
。お
そ
ら
く
聖
ヨ
ハ
ネ
は『
不
可
知
の
雲
』

の
ラ
テ
ン
語
訳
を
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
と
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
は

推
測
し
て
い
る

l

。

２
・
２ 

根
本
経
験
の
同
質
性

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
禅
で
は
、
修
練
の
本
質
的
な
根
本

構
造
が
同
じ
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
行
き
着
く
先
と
し
て
の

根
本
経
験
も
同
質
的
で
あ
る
。

私
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
よ
る
自
分
の
経
験
を
携
え
て
、

日
本
の
山
田
耕
雲
老
師
の
も
と
に
参
り
ま
し
た
。
こ
の
キ
リ

ス
ト
教
神
秘
主
義
の
空
間
に
お
け
る
経
験
は
、
深
い
見
性
経

験
と
本
質
的
に
は
ち
が
わ
な
い
も
の
で
し
た
。
耕
雲
老
師
は

私
に
、
見
性
経
験
を
経
て
か
ら
公
案
修
行
を
許
し
ま
し
た

m

。

�

こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
根
本
経
験
と
禅
の
見

性
と
は
同
質
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
自
身

の
求
道
の
人
生
に
お
け
る
確
証
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
文
献

を
研
究
し
て
同
じ
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

最
終
経
験
へ
の
突
破
は
純
粋
な
恩
恵
に
よ
る
。
自
我
の
力
で

達
成
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
不
意
に
突
然
訪
れ
る
。

抽
象
的
に
規
定
す
る
な
ら
、
こ
の
経
験
は
一
性
の
経
験

n

な
い
し

「
非
―
二
元
」（N

on-D
ualität

）
の
経
験
で
あ
る
。

決
定
的
で
し
た
の
は
、
禅
が
空
と
呼
ぶ
も
の
の
経
験
で
あ
り

ま
し
た
。
空
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
直
ち
に
は
合
理
的

次
元
へ
翻
訳
さ
れ
難
い
経
験
レ
ベ
ル
で
す
。
把
握
者
な
し
で

把
握
・
認
識
・
体
験
の
あ
る
意
識
空
間
で
す
。
こ
の
「
非
―

二
元
」
を
経
験
す
る
こ
と
が
禅
の
目
標
で
あ
り
、
同
様
に
キ

リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
目
標
で
も
あ
り
ま
す

o

。
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二
つ
の
修
練
の
道
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
は
、
非
―
二
元

の
経
験
、
ウ
ニ
オ
・
ミ
ュ
ス
テ
ィ
カ
（unio m

ystica

）
の
経
験
、

空
の
経
験
、
一
切
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
の
経
験
、
普
遍
的
な
愛

の
基
礎
と
な
る
経
験
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
同
一
の
経
験
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
非
―
二
元
の
経
験
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス

が
呼
ん
だ「
一
切
の
対
立
す
る
も
の
の
一
致
」（Zusam

m
enfall 

aller G
egensätze

）
で
す
。
我
と
汝
、
主
観
と
客
観
、
真
と
偽
、

と
い
う
よ
う
な
一
切
の
二
元
的
な
区
別
が
、
深
層
の
経
験
に

お
い
て
止
揚
さ
れ
ま
す
。
自
我
は
本
質
（W

esen

）
の
内
へ
、

す
な
わ
ち
非
―
二
元
の
内
へ
溶
け
こ
み
ま
す
。
こ
れ
が
本
来

の
神
秘
主
義
的
経
験
、
ウ
ニ
オ
・
ミ
ュ
ス
テ
ィ
カ
で
す
。
そ

こ
に
お
い
て
は
も
は
や
宗
教
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
経
験
は
超
宗
派
的
（transkonfessionell

）、
超
パ
ー
ソ

ナ
ル
、
非
―
二
元
的
で
あ
り
、
一
切
の
概
念
の
彼
岸
で
あ
る

か
ら
で
す
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
一
切
の
神
に
つ
い
て
の
表

象
が
解
体
し
ま
す
。
そ
れ
を
ス
ペ
イ
ン
の
神
秘
家
の
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
は
、「
ナ
ダ
」、
無
、
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
禅
で
は
、

こ
の
状
態
は
空
と
名
付
け
ら
れ
ま
す
。
空
は
、
一
切
の
存
在

の
非
実
体
的
な
背
景
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
私
た

ち
と
一
切
の
事
物
の
最
深
の
本
質
で
す
。
こ
の
経
験
を
し
た

者
は
、
空
を
「
本
当
の
現
実
」（w

irkliche W
irklichkeit

）
と

し
て
経
験
し
、
一
切
の
分
別
理
性
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
と

一
切
の
感
覚
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
、
こ
の
状
態
の

ほ
う
を
よ
り
強
力
で
よ
り
包
括
的
で
あ
る
と
見
倣
す
よ
う
に

な
り
ま
す
。
こ
の
経
験
か
ら
出
て
く
る
の
が
、
一
切
を
一
つ

に
結
び
つ
け
る
一
性
の
経
験
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
一
性
の

経
験
が
、
普
遍
的
な
愛
の
基
礎
に
な
る
の
で
す

p

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
が
好
ん
で
取
り
上
げ
る
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が

脱
魂
の
後
に
一
五
八
六
年
頃
セ
ゴ
ビ
ア
で
書
い
た
詩
は
、「
非
―

二
元
」
レ
ベ
ル
の
別
次
元
性
、
超
越
性
を
よ
く
表
現
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
あ
た
か
も
禅
的
経
験
を
記
述
し
た
詩
で
あ
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。

私
は
知
ら
な
い
で
知
ら
ぬ
処
に
入
り
／�

知
ら
な
い
ま
ま
に
留

ま
っ
た
／
一
切
の
知
を
超
え
て
。
／
／�

何
処
に
入
っ
た
か
知

ら
な
い
／�

が
、
何
処
に
居
る
の
か
知
ら
な
い
ま
ま
／
そ
こ
に

居
た
と
き
／�

大
い
な
る
こ
と
を
悟
っ
た
／�

私
が
味
わ
っ
た

こ
と
は
言
え
な
い
／
知
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
か
ら
／�

一
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切
の
知
を
超
え
て

q

。（
以
下
省
略
）

も
ち
ろ
ん
、
長
い
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
伝
統
に
は
様
々

な
タ
イ
プ
の
神
秘
家
の
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
こ

こ
で
彼
の
い
う
「
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
空
間
に
お
け
る
経

験

r

」
が
、
特
定
の
タ
イ
プ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
経
験
で

あ
り
、
そ
れ
を
彼
は
真
正
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
経
験

と
見
倣
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
特
定
の
タ
イ
プ
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
タ
ウ
ラ
ー
ら
の
知

的
神
秘
主
義
と
、
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
ら
の

ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義
で
あ
る
。

イ
ェ
ー
ガ
ー
と
密
接
な
関
係
を
保
持
す
る
ペ
ー
タ
ー
・
レ
ン

グ
ス
フ
ェ
ル
ト
（
一
九
三
〇
年
生
）
は
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
で
あ
り
、

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
で
神
学
教
授
を
務
め
た
人
で
あ
る
が
、
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

す
で
に
一
九
五
〇
年
代
の
学
生
時
代
に
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
や

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
著
作
を
た
く
さ
ん
読
ん
だ
が
、
当
時
は

ほ
と
ん
ど
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
感
じ
を
今
日

持
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
真
の
宝
は
、
私
に

は
何
年
か
厳
し
い
禅
修
行
を
や
っ
て
み
て
初
め
て
開
示
さ
れ

た
。
今
日
で
は
特
に
、
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
ヨ

ハ
ン
ネ
ス
・
タ
ウ
ラ
ー
、『
不
可
知
の
雲
』（
同
じ
著
者
に
よ

る
い
わ
ゆ
る
『
手
紙
』
も
含
め
て
）
を
高
く
評
価
す
る

s

。

３ 

真
の
自
己
と
神

先
に
、
意
識
の
集
中
と
空
化
と
い
う
二
つ
の
道
は
、
自
我
を

撤
収
せ
し
め
、
も
っ
て
私
た
ち
の
真
の
本
質
（unser w

ahres 

W
esen

）
が
顕
わ
れ
出
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
た

t

。
私
た
ち
の
真
の
本
質
と
は
、
も
ち
ろ
ん
一
切
の
存

在
の
背
景
根
拠
に
し
て
非
―
二
元
レ
ベ
ル
の
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。肝

要
な
の
は
、
こ
の
私
た
ち
の
真
の
本
質
へ
と
突
破
す
る
こ

と
で
す
。
そ
こ
に
は
対
象
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
真

の
本
質
は
空
で
あ
り
、
遍
在
的
で
あ
り
、
寂
静
で
清
浄
で
す
。

私
た
ち
は
そ
れ
に
何
も
付
け
加
え
ま
せ
ん
。
た
だ
目
を
覚
ま

す
だ
け
な
の
で
す

u

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
私
た
ち
の
真
の
本
質
の
顕
わ
れ
に
関
し
て
、

サ
イ
ス
の
ネ
ー
ト
女
神
の
神
殿
に
仕
え
て
い
た
人
物
の
説
話
を

好
ん
で
紹
介
す
る
。
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彼
は
ど
う
し
て
も
女
神
の
顔
を
見
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
神
殿
の
女
神
の
顔
は
ヴ
ェ
ー
ル
で
覆
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
っ
て
女
神
の
顔
を
見
た
者

は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
彼

は
自
分
に
「
女
神
の
顔
を
見
る
渇
望
に
永
遠
に
悩
ま
さ
れ
る

く
ら
い
な
ら
、
い
っ
そ
死
の
う
」
と
言
い
き
か
せ
ま
し
た
。

彼
は
神
殿
に
入
っ
て
い
き
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
り
ま
し
た
。
そ

し
て
彼
の
見
た
も
の
は
？�
彼
の
見
た
も
の
は
自
分
自
身
で
あ

り
ま
し
た
。
自
我
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
背
後
に
隠
れ
て
い
た
自
分

の
真
の
本
質
だ
っ
た
の
で
す

v

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
私
た
ち
の
真
の
顔
を
再
認
識
す
る
こ

と
が
、
あ
ら
ゆ
る
霊
的
な
道
の
目
標
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
で

は
言
っ
て
み
よ
、
何
が
汝
の
真
の
顔
で
あ
る
か
、
と
問
う
て
い

る

w

。イ
ェ
ー
ガ
ー
の
挙
揚
す
る
私
た
ち
の
真
の
本
質
な
い
し
自
分

の
真
の
顔
と
は
、
禅
の
「
本
来
の
面
目

x

」
に
他
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
久
松
真
一
（
一
八
八
九
―
一
九
八
〇
）
が
「
無
相
の
自
己
」

（form
less self

）
と
し
て
彼
の
禅
思
想
の
根
幹
に
据
え
、
西
谷
啓

治
（
一
九
〇
〇
―
一
九
九
〇
）
が
『
禅
の
立
場
』
で
「
真
の
自
己
」

と
し
て
究
明
し
た
根
源
の
事
柄
で
あ
る

y

。
無
相
の
真
の
自
己
は

一
切
に
現
ず
る
。
そ
れ
は
一
切
の
存
在
す
る
も
の
の
非
実
体
的

な
背
景
根
拠
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。

キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
私
た
ち
の
真
の
本
質
は
神

的
と
見
倣
さ
れ
て
く
る

z

。
神
と
は
、
第
一
次
的
に
は
非
―
二
元

レ
ベ
ル
の
一
切
の
存
在
の
背
景
根
拠
で
あ
る
。

「
神
」の
語
は
、分
別
理
性
的
に
は
把
握
さ
れ
難
い「
絶
対
意
識
」

を
指
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
に
と
り
ま
し
て
、
一
切
に

自
身
を
注
ぎ
こ
む
背
景
根
拠
的
現
実
を
意
味
し
て
い
ま
す

A

。

「
霊
魂
の
中
心
は
神
で
あ
る
」
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
規
定
し
て

い
る

B

。
本
当
に
神
を
経
験
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

本
当
の
突
破
に
到
る
な
ら
、
次
の
こ
と
が
成
り
立
ち
ま
す
。

す
な
わ
ち
、経
験
す
る
者
も
な
く
、経
験
さ
れ
る
も
の
も
な
い
、

つ
ま
り
、
経
験
す
る
者
が
経
験
さ
れ
る
も
の
と
一
つ
で
あ
る

と
純
粋
深
層
意
識
に
お
い
て
自
己
経
験
す
る
、
と
い
う
こ
と

が
成
り
立
ち
ま
す
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

「
永
遠
の
言
葉
に
お
い
て
は
、
現
に
聞
い
て
い
る
者
が
現
に
聞
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か
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
で
あ
る
」
の
で
す

C

。

経
験
す
る
者
が
経
験
さ
れ
る
も
の
と
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
神

の
経
験
に
つ
い
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
有
名
な
言
葉
は
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

私
が
神
を
見
る
眼
は
、
神
が
私
を
見
る
眼
と
同
じ
で
あ
る
。

私
の
眼
と
神
の
眼
は
、
一
つ
の
眼
で
あ
り
、
一
つ
の
認
識
で

あ
り
、
一
つ
の
愛
で
あ
る

D

。

こ
の
よ
う
な
事
態
か
ら
は
、
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

第
一
は「
私
は
神
だ
」と
宣
言
し
て
よ
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
り
、

第
二
は
、
そ
れ
で
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
神
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

第
一
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
も
し
「
私
は
神
だ
」
と
い
う
場

合
の
「
私
」
が
、
一
切
の
存
在
の
非
実
体
的
な
背
景
根
拠
と
し

て
の
私
た
ち
の
真
の
本
質
（
無
相
の
真
の
自
己
）
で
あ
る
な
ら
、

「
私
は
神
だ
」
と
い
う
言
表
は
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、「
私
」
が
表
層
意
識
の
自
我
（
エ
ゴ
）
で
あ
る
な
ら
ば
、「
私

は
神
だ
」
と
い
う
宣
言
は
思
い
上
が
り
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
。誰

か
が
「
私
は
神
だ
」
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
に
は
涜
神
の
響

き
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
印
象
が
生
ず
る
の
は
、
そ
う

語
っ
て
い
る
の
は
エ
ゴ
だ
と
私
た
ち
が
前
提
し
て
い
る
か
ら

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
秘
家
が
「
私
は
神
だ
」
と
言
う

場
合
に
は
、
そ
れ
は
彼
の
エ
ゴ
と
は
何
の
関
係
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
は
神
が
語
っ
て
い
る
の
で
す

E

。

第
二
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
第
二
次
的
に
パ

ー
ソ
ナ
ル
な
神
を
も
認
め
る
。

経
験
が
日
常
意
識
の
中
に
入
っ
て
き
ま
す
と
、
神
は
「
対
向

す
る
も
の
」に
な
り
ま
す
。
人
格
と
し
て
の
神
で
す
。（
…
…
）�

神
と
人
と
の
間
の
対
話
が
展
開
さ
れ
ま
す
。（
…
…
）
も
ち
ろ

ん
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
も
対
向
す
る
も
の
と
し
て
の
神

的
な
も
の
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
常
に
有
神
論
的
な

特
徴
も
示
す
の
で
す
。（
…
…
）
で
す
か
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
神
秘
主
義
に
も
人
格
的
な
神
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
す
。

彼
は
人
格
的
な
神
に
つ
い
て
燃
え
る
よ
う
に
語
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た

F

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
の
神
秘
主
義
に
お
い
て
は
、
自
己
が
自
我
と
真

の
自
己
と
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
神
も
パ

ー
ソ
ナ
ル
な
神
と
背
景
根
拠
的
な
神
の
二
重
性
に
お
い
て
考
え
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ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
個
々
の
存
在
事
物
と
そ
の

背
景
根
拠
と
の
一
般
的
相
即
の
特
殊
事
例
と
見
倣
す
こ
と
が
で

き
る
。

４  

個
々
の
存
在
事
物
と
そ
の
背
景
根
拠
と
の
相
即

個
々
の
存
在
事
物
は
、
空
あ
る
い
は
神
と
呼
ば
れ
る
非
実
体

的
な
背
景
根
拠
に
お
い
て
現
ず
る
。
非
実
体
的
な
背
景
根
拠
は
、

個
々
の
存
在
事
物
と
し
て
顕
現
す
る
。
こ
う
し
た
関
わ
り
の
事

態
は
経
験
と
し
て
、
先
に
論
述
さ
れ
た
非
実
体
的
な
背
景
根
拠

（
無
相
の
真
の
自
己
）
の
経
験
に
含
ま
れ
て
い
た
。
個
々
の
存
在

事
物
を
「
個
」、
非
実
体
的
な
背
景
根
拠
を
個
々
の
存
在
事
物
を

超
え
る
「
超
個
」
と
名
付
け
る
な
ら
、
両
者
は
「
個
即
超
個
、

超
個
即
個
」
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
事
態
を
仏
教
な
い
し
禅
は

「
色
即
空
、
空
即
色
」
と
呼
び
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
「
万
物
は

神
の
う
ち
に
存
在
す
る
」（
万
有
内
在
神
論
）
と
定
式
化
し
、
特

に
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
は
「
神
は
万
物
に
現
じ
て
い
る
」
と

表
現
し
た
。

不
可
知
な
も
の
、絶
対
的
な
も
の
は
ま
た
、個
的
生
命
と
し
て
、

特
定
の
全
く
具
体
的
な
形
態
と
し
て
も
現
じ
ま
す
。
そ
れ
は
、

私
た
ち
の
全
く
個
人
的
な
生
と
し
て
顕
現
す
る
の
で
す
。「
空

即
色
、
色
即
空
」
と
『
心
経
』
で
は
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
事
態
は
、「
ハ
ギ
オ
ス
・
ガ
モ
ス
」（hagios gam

os

）、天
と
地
、

神
と
人
、
空
と
色
の
聖
な
る
結
婚
で
す

G

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
こ
の
「
即
」
の
事
態
を
、「
一
な
る
意
識
が
、

そ
れ
と
は
別
れ
て
い
な
い
多
な
る
個
々
の
形
態
に
自
己
展
開
す

る
の
で
す

H

」
と
か
「
一
切
は
神
的
な
も
の
の
表
現
形
態
で
す

I

」

な
ど
と
様
々
に
言
い
表
わ
そ
う
と
努
め
て
い
る
。
最
も
印
象
的

な
定
式
化
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

神
は
、
樹
に
は
樹
と
し
て
、
動
物
に
は
動
物
と
し
て
、
人
間

に
は
人
間
と
し
て
、
天
使
に
は
天
使
と
し
て
顕
現
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
存
在
事
物（W

esen

）と
は
別
に
神
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
存
在
事
物
に
い
わ
ば
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
神
は
、
こ
れ
ら
存
在
事
物

の
一
つ
一
つ
な
の
で
す
。
し
か
も
、
神
は
こ
れ
ら
一
つ
一
つ

の
存
在
事
物
に
尽
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ

ら
一
つ
一
つ
の
存
在
事
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
常
に
他
の
一
切
で
も
あ
る
の
で
す
。
ま
さ
し
く
こ
の

経
験
を
、
神
秘
家
は
す
る
の
で
す

J

。
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一
切
の
事
物
に
神
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
が
『
教
導
講
話
』
や
『
説
教
』
で
繰
り
返
し
説
い
て
い

る
こ
と
で
あ
る

K

。

一
切
の
事
物
は
（
…
…
）
神
の
味
が
す
る

L

。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
も
、
神
は
一
切
の
事
物
に
現
じ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、「
神
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
無

限
の
優
越
性
で
も
っ
て
こ
れ
ら
一
切
の
被
造
物
で
あ
る

M

」
と
述

べ
て
い
る
。「
霊
の
賛
歌
」
と
い
う
一
連
の
詩
群
に
お
い
て
、
そ

の
境
涯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
の
愛
す
る
方
は
山
々
／�

森
に
お
お
わ
れ
た
人
影
な
き
谷
／�

見
た
こ
と
も
な
い
島
々
／
ひ
び
き
わ
た
る
流
れ
／�
愛
の
そ
よ

風
の
さ
さ
や
き

N

。

個
と
超
個
の
相
即
と
い
う
事
態
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
会

に
お
い
て
も
、
例
え
ば
「
聖
餐
」
や
「
マ
ン
ド
ル
ラ
」（
光
背
）

な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る

O

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
の
こ
の
「
神
は
樹
に
は
樹
と
し
て
顕
現
し
て
い

る
」
と
い
う
根
本
思
想
は
、
日
本
の
天
台
宗
や
真
言
宗
で
い
わ

れ
る
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
も
通
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

P

。

彼
は
ま
た
、
人
を
波
に
、
神
を
海
に
喩
え
る
「
波
即
海
」
の

比
喩
も
し
ば
し
ば
用
い
る

Q

。
実
質
上
、
仏
教
の
「
水す
い
は波
の
比
喩
」

に
他
な
ら
な
い
。

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
以
上
の
よ
う
な
一
切
の
存
在
事
物
と
神
と

の
相
即
の
た
め
に
、
神
を
交シ

ン
フ
ォ
ニ
ー

響
楽
に
喩
え
る
。

宇コ
ス
モ
ス宙
と
は
交
響
楽
で
す
。
神
は
こ
の
交
響
楽
と
し
て
鳴
っ
て

い
ま
す
。
ど
の
場
所
も
、
ど
の
瞬
間
も
、
ど
の
事
物
も
、
全

体
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
特
定
の
音
符
な
の
で
す
。（
…

…
）
ど
の
音
符
も
全
体
な
の
で
す

R

。

神
は
宇
宙
的
交
響
楽
と
し
て
個
に
「
具
現
」（incarnatio

）

し
て
い
る
。
音
符
の
一
つ
一
つ
が
交
響
楽
全
体
と
し
て
の
神
で

あ
る
。
こ
れ
は
ま
だ
、
事
事
法
界
観
よ
り
も
理
事
法
界
観
に
近

い
と
は
い
え
、
も
う
ほ
と
ん
ど
華
厳
哲
学
の
基
本
テ
ー
ゼ
で
あ

る
「
一
即
一
切
、
一
切
即
一
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

時
空
間
の
ど
の
点
も
、
ど
の
個
も
、
全
体
を
反
映
し
て
い
ま

す
S

。
彼
は
ま
た
、
一
切
が
一
切
に
連
関
す
る
「
魚
網
」
の
比
喩
も

持
ち
出
す
が

T
、
明
ら
か
に
華
厳
で
重
ん
じ
ら
れ
る
因
陀
羅
網
の

比
喩
が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
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５ 

日
常
性
へ
の
復
帰

個
々
の
存
在
事
物
と
そ
の
非
実
体
的
な
背
景
根
拠
と
の
相
即

は
、
経
験
さ
れ
た
背
景
根
拠
か
ら
個
々
の
存
在
事
物
の
日
常
世

界
へ
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
を
必
然
的
に
促
す
。

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
よ
く
「
森
の
ほ
と
り
に
住
む
き
こ
り
」
の
小

話
を
持
ち
出
す
。「
も
っ
と
森
の
奥
へ
分
け
入
れ
」
と
隠
者
に
言

わ
れ
て
、
き
こ
り
は
ど
ん
ど
ん
森
の
奥
へ
入
っ
て
行
き
、
そ
こ

で
数
々
の
宝
物
を
発
見
す
る
。
だ
が
、
も
っ
と
奥
へ
分
け
入
っ

て
い
っ
た
ら
、
何
と
、
結
局
元
住
ん
で
い
た
森
の
ほ
と
り
に
戻

っ
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

U

。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
幸
い
な
る
か
な
、
心
の
貧
し
き
者
」
と

い
う
説
教
の
中
で
、
本
当
に
心
の
中
が
貧ひ
ん

に
な
り
、
捨
て
去
っ

て
い
く
と
は
、
神
の
働
き
の
場
所
た
ら
ん
と
欲
し
た
り
、
神
の

意
志
を
行
じ
よ
う
と
意
志
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
う

い
う
こ
と
す
ら
を
も
捨
て
て
空く
う

（ledig

）
に
な
っ
て
い
く
こ
と

で
あ
る
と
論
じ
、
神
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
働
く
よ
う
に
す
る

こ
と
を
説
い
て
い
る

V

。
そ
れ
は
、
個
々
の
存
在
事
物
と
そ
の
非

実
体
的
な
背
景
根
拠
と
の
相
即
に
お
い
て
、
経
験
さ
れ
た
非
実

体
的
な
背
景
根
拠
の
ほ
う
か
ら
、
そ
れ
が
主
体
と
な
っ
て
、
日

常
の
個
々
の
存
在
事
物
へ
と
出
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
神
の
働
き
の
場
所
た
ら
ん
と
欲
し
た
り
、
神
の
意
志
を

行
じ
よ
う
と
意
志
す
る
こ
と
を
も
捨
て
る
と
い
う
意
味
で
、
神

を
も
空
じ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
に
神
を
生
き
る
こ

と
で
あ
る
。

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
一
切
の
事
物
は
神
の

味
が
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

一
切
の
事
物
に
お
い
て
神
を
味
わ
う
と
は
、
事
物
の
本
質
そ

の
も
の
を
味
わ
う
こ
と
で
す
。
雨
に
お
い
て
は
雨
を
、
火
に

お
い
て
は
火
を
、
土
に
お
い
て
は
土
を
、
ま
た
、
喜
び
に
お

い
て
は
喜
び
を
、
苦
に
お
い
て
は
苦
を
、
死
に
お
い
て
は
死

を
味
わ
う
こ
と
で
す
。
最
後
の
現
実
を
事
物
に
お
い
て
味
わ

う
こ
と
が
（
そ
れ
は
神
を
味
わ
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で

す
が
）、お
そ
ら
く
は
神
秘
主
義
的
経
験
の
最
高
の
段
階
で
す
。

一
切
は
あ
る
が
ま
ま
で
す
。（
…
…
）
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を

「
自
然
神
秘
主
義
」
と
し
て
棄
却
し
て
し
ま
う
人
は
、
最
も
深

い
宗
教
経
験
を
誤
認
し
て
い
る
の
で
す
。
最
も
深
い
宗
教
経
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験
は
、
し
ば
し
ば
非
宗
教
的
な
言
い
方
に
お
い
て
表
現
さ
れ

ま
す

W
。

真
に
悟
っ
た
者
は
、
自
分
が
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
を
忘
れ

ま
す
。
一
切
の
神
秘
主
義
的
な
大
望
や
観
想
の
概
念
は
、

彼
か
ら
脱
落
し
ま
す
。
彼
は
多
数
の
人
々
の
中
の
一
人
に

な
り
ま
す
。
経
験
し
た
こ
と
を
忘
れ
、
代
わ
り
に
経
験
し

た
こ
と
を
生
き
る
の
で
す

X
。

神
秘
経
験
が
完
全
に
日
常
の
内
に
取
り
こ
ま
れ
て
姿
を
消
し

て
し
ま
う
状
態
が
、
宗
教
生
活
の
最
終
目
標
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
マ
リ
ア
と
マ
ル
タ

Y

」
の
特
殊
な
解
釈
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
側
に
座
り
続
け
る
マ
リ
ア
よ
り

も
、
台
所
で
奮
闘
す
る
マ
ル
タ
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
本
物
と
い
う

こ
と
に
な
る

Z

。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
こ
の
解
釈
は
、
禅
の
実
践
的

精
神
と
の
親
縁
性
を
示
す
が
た
め
に
、
日
本
の
西
谷
啓
治
や
上

田
閑
照
に
よ
っ
て
も
、
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た

,

。

イ
ェ
ー
ガ
ー
は
「
宗
教
は
生
活
、
生
活
は
宗
教
」
と
い
う
モ

ッ
ト
ー
を
も
っ
て
受
講
者
た
ち
を
励
ま
し
て
い
る
。「
朝
ベ
ッ
ド

か
ら
起
き
て
室
内
ば
き
を
履
く
と
こ
ろ
に
、
深
い
宗
教
的
行
為

が
あ
る
の
で
す
」
と
語
り
、
観
想
や
接
心
の
講
習
会
が
終
了
す

る
際
に
は
、受
講
者
に「
こ
れ
か
ら
は
日
常
生
活
の
一
歩
一
歩
が
、

講
習
会
の
続
き
に
な
る
の
で
す
よ

.

」
と
戒
め
て
い
る
。

以
上
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
に
お
け
る
、
東
西
の
霊
的
叡
知
の
統
合

の
試
み
に
つ
い
て
簡
単
に
纏
め
て
み
た
。
こ
の
試
み
は
、
修
練

と
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
境
涯
と
い
う
経
験
に
基
礎
を
置
い
て
い

る
。
ご
紹
介
で
き
な
か
っ
た
事
柄
は
あ
ま
り
に
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多
い
。
ご
関

心
を
も
た
れ
た
方
は
、
拙
著
『
波
即
海
―
イ
ェ
ー
ガ
ー
虚
雲
の

神
秘
思
想
と
禅
』（
ノ
ン
ブ
ル
社
、
二
〇
〇
七
年
）
を
ご
参
看
下
さ

る
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

註
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ロ
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リ
ス
ト
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黙
想
会
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し
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け
と
め
ら
れ
る
か
ら
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あ
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キ
リ
ス
ト
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黙
想
会
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す
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ま
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さ
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は
身
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の
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切
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さ
れ
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あ
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さ
れ
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。
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す
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あ
る
。
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す
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れ
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あ
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ら
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近
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齬
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あ
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の
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。
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シ
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ア
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い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
望
み

を
、
心
の
記
憶
で
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る
簡
単
な
一
つ
の
単
語
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と
め
よ

う
と
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。
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あ
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あ
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れ
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あ
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。
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状
態
に
つ
い
て
は
、
霊
魂
が
（
私
の
言
っ
て
い
る
の
は
霊

魂
の
霊
で
あ
る
が
）、
人
が
こ
の
事
態
を
理
解
し
う
る
限
り

で
神
と
合
一
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
何
も
語
る
こ
と

が
で
き
な
い
。』
別
の
個
所
で
彼
女
は
こ
の
状
態
を
も
っ
と

詳
細
に
描
写
し
て
い
ま
す
。『
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、

天
か
ら
降
っ
た
水
が
川
や
泉
に
落
ち
、
す
べ
て
水
以
外
の

も
の
で
は
な
く
な
っ
て
、
ど
れ
が
川
の
水
で
ど
れ
が
天
か

ら
降
っ
た
水
か
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
も

の
だ
。
ま
た
そ
れ
は
、
小
さ
な
河
川
が
海
に
流
れ
こ
ん
で
、

ど
ん
な
手
段
を
も
っ
て
し
て
も
河
川
が
海
か
ら
区
別
が
つ

か
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
た
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れ
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部
屋
の
二

つ
の
窓
か
ら
強
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光
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込
む
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う
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も
の
だ
。
二
つ
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窓
か
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れ
て
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て
き
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光
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つ
の
光
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あ
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あ
る
。
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切
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経
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狭
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。
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ア
ビ
ラ
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テ
レ
サ
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経
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レ
ベ
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魂
の
城
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で
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第
七
の
住
居
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と
し
て
描
写
し
て
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ま
す
。『
こ

こ
で
は
ほ
と
ん
ど
身
体
的
な
も
の
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

あ
た
か
も
霊
魂
が
肉
体
の
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ま
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い
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あ
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。
こ
こ
で
は
霊
だ
け
が
存
す
る
。（
…
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の
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字
架
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生
け
る
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、
四
章
五
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、
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九
三
頁
。

N
 

Jäger, W
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シ
ア
ン
・
マ
リ
ー
編
、

十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
詩
集
、
五
一
頁
。

O
 

Jäger, W
., Suche nach dem

 Sinn des Lebens, S. 74 f.

P
 

道
元
も
『
正
法
眼
蔵
』（
仏
性
）
で
「
山
河
を
み
る
は
仏
性

を
み
る
な
り
」と
言
い
、「
草
木
国
土
こ
れ
心（
し
ん
）な
り
。

心
な
る
が
ゆ
え
に
衆
生
な
り
。
衆
生
な
る
が
ゆ
え
に
有
仏

性
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
臨
済
禅
の
ほ
う
で
も
、
例
を

挙
げ
る
と
、
江
戸
時
代
の
庵
原
（
い
は
ら
）
の
平
四
郎
が
、

見
性
後
点
検
し
て
も
ら
う
た
め
に
白
隠
を
訪
問
す
る
途
次
、

峠
を
越
え
る
と
き
に
太
平
洋
を
望
見
し
、
こ
の
「
草
木
国

集
二
』（
創
文
社
、
一
九
八
六
年
）
で
は
、
四
二
頁
、
四
四

頁
、
五
八
頁
、
七
三
頁
、
八
〇
頁
、
一
八
九
頁
、
二
一
六
頁
、

二
三
九
頁
、
二
四
七
頁
な
ど
に
出
て
く
る
。

z
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., W

estöstliche W
eisheit, S. 91.
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架
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ネ
、
愛
の
生
け
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、
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頁
。
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ビ
ラ
の
テ
レ

サ
も
『
霊
魂
の
城
』
で
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
も

と
も
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
あ
な
た
は
、
私
の
も
っ

と
も
内
な
る
と
こ
ろ
よ
り
も
っ
と
内
に
ま
し
ま
し
、
私
の

も
っ
と
も
高
き
と
こ
ろ
よ
り
も
も
っ
と
高
き
に
い
ら
れ
ま

し
た
」（
告
白
、
三
巻
六
章
一
一
節
）
と
言
明
し
て
い
る
。

C
 

Jäger, W
., Kontem

plation, S. 47.

D
 

Ibid., S. 48. Q
uint, Josef [H

rsg.], M
eister Eckehart: D

eutsche 
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F
 

Jäger, W
., Kontem

plation, S. 94. 

ま
た
次
の
テ
キ
ス
ト
も
参
照

の
こ
と
。Jäger, W

., D
as Leben ist Religion, Eintrag 11 ”G
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異
端
と
正
統
の
間
で
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、

一
九
九
八
年
、
四
二
〇
頁
、
四
一
五
頁
以
下
。

W
 

Jäger, W
., Kontem

plation, S. 70 f.

X
 

Ibid., S. 61. 「
多
数
の
人
々
の
中
の
一
人
」
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
月
並
み
の
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
ば

し
ば
「
愚
者
」
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（ibid., S. 

77

）。
禅
の
ほ
う
で
は
、
悟
り
を
忘
れ
る
こ
と
は
「
十
年
帰

不
得
、忘
却
来
時
道
」（
寒
山
詩
）な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

Y
 

ル
カ
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十
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～
四
二
節
。

Z
 

Jäger, W
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田
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エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
―
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と

正
統
の
間
で
、
二
八
四
頁
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下
。
上
田
閑
照
、
マ
イ
ス
タ

ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
仏
教
、
所
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：
宗
教
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思
索
、
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社
、
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九
九
七
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、
二
一
一
頁
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下
。
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澤
勝
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、
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隠
禅
師
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語
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集
、
第
十
四
冊
、
庵
原
平
四
郎
物
語
、
禅

文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
、
一
〇
〇
頁
）。
要
す
る
に
こ

う
し
た
こ
と
で
は
、
大
乗
仏
教
の
出
発
点
と
な
っ
た
如
来

蔵
思
想
の
原
点
と
な
る
、
根
本
経
験
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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W
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け
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信
の
「
老
僧
三
十
年
前
未
參
禪
時
、
見
山
是
山
、

見
水
是
水
。
及
至
後
來
、
親
見
知
識
、
有
箇
入
處
。
見
山

不
是
山
、
見
水
不
是
水
。
而
今
得
箇
休
歇
處
、
依
前
見
山

祇
是
山
、見
水
祇
是
水
」（
五
灯
会
元
）と
比
較
可
能
で
あ
る
。

V
 

Jäger, W
., Kontem

plation, S. 59–61. Q
uint, Josef [H

rsg.], M
eister 

Eckehart, Predigt 32, S. 307, 304. 

上
田
閑
照
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
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清
水
教
授
の
発
表
に
関
し
て
、
若
干
の
応
答
的
コ
メ
ン
ト
を

致
し
ま
す
。
発
表
の
章
だ
て
毎
に
行
き
ま
す
。

１
﹁
東
西
の
霊
的
な
道
に
お
け
る
叡
智
﹂

こ
れ
に
関
し
て
は
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
前
にH

ugo M
. 

Enom
iya-Lassalle 

（
日
本
名
・
愛
宮
真
備
、
一
八
九
八
ー

一
九
九
〇
）
の
先
駆
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
愛
宮
＝
ラ
サ
ー
ル
の
足
跡
を

拡
大
展
開
し
た
と
い
う
側
面
が
大
で
あ
る
か
ら
で
す
。
愛
宮
＝

ラ
サ
ー
ル
は
、
す
で
に
一
九
六
六
年
にZen-Buddhism

us
を

著
し
、
そ
の
知
見
を
も
と
に
一
九
六
八
年
にZen-M

editation 

für C
hristen

を
出
版
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義
の
世
界
が

禅
に
大
変
近
い
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
のZen-

Buddhism
us

は
第
二
版
が
一
九
七
二
年
に
出
て
い
ま
す
が
、
同

レ
ス
ポ
ン
ス

佐�

藤　

研

書
は
一
九
八
六
年
に
更
に
改
訂
さ
れ
て�Zen und christliche 

M
ystik

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
改
訂
版
の
タ
イ
ト
ル
通
り
、
こ

の
本
の
最
大
の
関
心
事
の
一
つ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義

と
禅
の
共
通
性
の
認
定
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点

の
基
本
テ
ー
ゼ
と
し
て
は
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
愛
宮
＝
ラ
サ
ー
ル

以
上
に
は
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
清
水
教
授
は
、
そ
の
『
波
即
海
』（
ノ
ン
ブ
ル
社
）

の
八
ー
九
頁
と
一
七
ー
一
八
頁
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
愛
宮
＝

ラ
サ
ー
ル
の
意
義
に
言
及
し
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
今
回
の

発
表
で
は
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
生
成
史
は
時
間
の
都
合
で
削
除
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

２ 

﹁
日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
禅
の 

 

同
類
性
の
経
験
﹂

２
・
１
「
修
練
の
根
本
構
造
の
同
類
性
」。
禅
と
キ
リ
ス
ト
教

神
秘
主
義
の
修
練
方
法
に
は
同
類
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
テ
ー

ゼ
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、「
意
識
の
集
中
」と「
意
識
の
空
化
」

に
つ
い
て
は
先
の
愛
宮
＝
ラ
サ
ー
ル
の
受
容
と
い
う
面
が
基
本

に
あ
り
ま
す
。
愛
宮
＝
ラ
サ
ー
ル
は
、
自
分
の
接
心
の
提
唱
で
、
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す
べ
て
の
広
が
り
が
禅
体
験
と
同
一
の
輪
郭
で
は
な
い
よ
う
に

思
う
の
で
す
。
逆
に
言
う
と
、イ
ェ
ー
ガ
ー
の
「
神
秘
体
験
」
が
、

本
当
に
禅
の
悟
り
の
体
験
な
の
か
、
ど
う
も
気
に
な
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
す
。
因
み
に
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
が
自
ら
の
究
極
体
験

を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
引
い
て
み
ま
す
。

「
悟
り
（Erleuchtung

照
明
、
啓
示
）
と
は
、
分
裂
が
な
い
と

い
う
経
験
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
禅
で
は
そ
れ
を
現
成
と
呼
び

ま
す
。
本
当
の
現
実
（w

irkliche W
irklichkeit

）
が
現
れ
る

の
で
す
。
こ
の
レ
ベ
ル
に
私
が
至
り
ま
し
た
と
き
、
そ
こ
に

は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

れ
で
一
巻
の
終
わ
り
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
っ
た
の
は
、
よ
り
包
括
的
で
よ
り
幸
福
に
満
ち
た
現
実
へ

招
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
信
じ
難
い
静
寂
が

生
じ
て
い
ま
し
た
。
絶
対
空
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
空
は
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
透

明
で
無
構
造
で
あ
り
、
し
か
も
性
質
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
自
我
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
我
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
て
、
向
こ
う
へ
行
こ
う
と
意
欲
し
た
と
き
、
自
我

に
は
は
っ
き
り
と
『
向
こ
う
へ
行
こ
う
と
意
欲
す
る
こ
と
は

常
に
「
意
識
の
単
一
化
」
と
「
意
識
の
空
化
」
に
言
及
し
て
い

ま
し
た
。

ま
た
、
２
・
２
「
根
本
経
験
の
同
類
性
」
も
愛
宮
＝
ラ
サ
ー
ル

の
テ
ー
ゼ
そ
の
も
の
で
す
。
さ
ら
に
加
え
て
言
及
す
べ
き
は
、

こ
の
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
者
（
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
中
で
意
識
の
差
は
様
々
に
あ
る
で
し
ょ
う
が
）
の
宗
教
文
化

的identity

の
再
発
見
を
促
し
、
彼
ら
に
い
わ
ば
宗
教
文
化
的

な
自
信
を
与
え
た
と
い
う
側
面
で
す
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
の
中
に

禅
と
同
一
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
使
信
は
、
自
己
へ
の
信
頼
の

回
復
と
な
り
得
た
の
で
す
。
愛
宮
＝
ラ
サ
ー
ル
も
イ
ェ
ガ
ー
も
、

こ
の
点
は
熟
知
し
て
い
ま
し
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
は
現
実
に
は
さ
ほ
ど
単
純
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
体
験
が
同
類
の
も
の

で
あ
り
得
る
こ
と
を
否
定
は
し
ま
せ
ん
が
、
常
に
同
一
で
あ
る

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
す
。
禅
の
悟
り
体
験
は
、
キ
リ

ス
ト
教
神
秘
主
義
の
体
験
一
般
と
比
べ
る
と
、
よ
り
限
定
さ
れ

た
、「
ぎ
ん
が
り
」
し
た
体
験
群
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
キ

リ
ス
ト
教
的
神
秘
体
験
は
禅
体
験
を
内
包
す
る
も
の
の
、
そ
の
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此
音
ヲ
バ
聞
ゾ
ト
。
一
念
不
生
ニ
シ
テ
キ
ハ
メ
モ
テ
行
ケ
バ
、

虚
空
ノ
如
ク
シ
テ
一
物
モ
無
シ
ト
知
ラ
ル
ル
処
モ
断
ハ
テ
テ
、

更
ニ
味
ヒ
無
ク
シ
テ
暗
夜
ニ
ナ
ル
処
ニ
ツ
イ
テ
退
屈
ノ
心
無

ク
シ
テ
、
サ
テ
此
音
ヲ
聞
ク
底
ノ
物
、
是
何
物
ゾ
ト
、
力
ヲ

尽
シ
テ
疑
ヒ
十
分
ニ
ナ
リ
ヌ
レ
バ
、
ウ
タ
ガ
ヒ
大
キ
ニ
破
テ
、

死
ニ
ハ
テ
タ
ル
者
ノ
ヨ
ミ
ガ
ヘ
ル
ガ
如
ナ
ル
時
、
則
是
悟
リ

ナ
リ
。
此
時
初
メ
テ
十
方
ノ
諸
仏
、
歴
代
ノ
祖
師
ニ
一
時
ニ

相
看
ス
ベ
シ
」（
吉
田
紹
欽
〔
編
〕『
日
本
の
禅
語
録　

11
・

抜
隊
』
講
談
社
、
一
九
七
九
年
、
七
〇
ー
七
二
頁
）。

抜
隊
禅
師
の
言
葉
に
従
う
な
ら
ば
、
先
に
イ
ェ
ー
ガ
ー
が
自

分
の
究
極
体
験
と
し
て
語
っ
て
い
た
部
分
は
、
悟
り
体
験
以
前

の
、「
晴
レ
タ
ル
ソ
ラ
ニ
一
片
ノ
雲
無
キ
ガ
如
シ
。
此
中
ニ
ハ

我
ト
云
フ
ベ
キ
物
無
シ
、
聞
底
ノ
主
モ
見
ヘ
ズ
、
此
心
十
方
ノ

虚
空
ト
ヒ
ト
シ
ク
シ
テ
、
シ
カ
モ
虚
空
ト
名
ク
ベ
キ
処
モ
無
シ
」

と
い
う
体
験
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
見
え
る
の
で
す
。

こ
れ
自
体
は
大
変
深
い
三
昧
境
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
抜
隊

禅
師
か
ら
す
れ
ば
、「
是
底
ノ
時
、
是
ヲ
悟
リ
ト
思
フ
ナ
リ
」、

つ
ま
り
こ
れ
を
悟
り
と
誤
解
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
と

こ
ろ
を
更
に
突
き
進
ん
で
行
っ
て
初
め
て
、「
ウ
タ
ガ
ヒ
大
キ
ニ

不
可
能
だ
』
と
分
か
り
ま
し
た
。
汝
は
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
汝
が
一
切
を
捨
て
去
っ
た
と
き
に
の
み
、
汝
は
至

る
こ
と
が
で
き
る
。（
…
…
）
そ
れ
か
ら
再
び
、
あ
の
ガ
ラ
ス

の
よ
う
に
透
明
な
無
我
の
現
実
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
あ

ら
ゆ
る
言
葉
か
ら
離
れ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
根
源
で
し
た
」（
清
水
大
介
『
波
即
海
』
五
〇
ー
五
一
頁

か
ら
引
用
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
四
世
紀
の
禅
僧
で
あ
る
抜
隊
禅
師
は
、

そ
の
『
仮
名
法
語
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
…
…
又
工
夫
ノ
時
ハ
…
…
只
自
心
是
何
ゾ
ト
バ
カ
リ
ナ
ル
ベ

シ
…
…
。
只
此
音
ヲ
聞
ク
底
ノ
者
、
何
物
ゾ
ト
立
居
ニ
ツ
ケ

テ
モ
是
ヲ
見
、
坐
テ
モ
是
ヲ
見
ン
時
、
聞
物
モ
知
ラ
レ
ズ
、

工
夫
モ
更
ニ
断
ハ
テ
テ
忙
々
ト
ナ
ル
時
、
此
中
ニ
モ
音
ノ
聞

カ
ル
ル
コ
ト
ハ
断
ザ
ル
間
、
イ
ヨ
イ
ヨ
深
ク
是
ヲ
見
ル
時
、

忙
々
ト
シ
タ
ル
相
モ
尽
キ
ハ
テ
テ
、
晴
レ
タ
ル
ソ
ラ
ニ
一
片

ノ
雲
無
キ
ガ
如
シ
。
此
中
ニ
ハ
我
ト
云
フ
ベ
キ
物
無
シ
、
聞

底
ノ
主
モ
見
ヘ
ズ
、
此
心
十
方
ノ
虚
空
ト
ヒ
ト
シ
ク
シ
テ
、

シ
カ
モ
虚
空
ト
名
ク
ベ
キ
処
モ
無
シ
。
是
底
ノ
時
、
是
ヲ
悟

リ
ト
思
フ
ナ
リ
。
此
時
又
大
キ
ニ
疑
フ
ベ
シ
。
此
中
ニ
ハ
誰
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こ
こ
で
は
清
水
教
授
の
引
く
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
言
葉
で
足
れ
り
と

し
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
究
極
的
リ
ア
リ
テ
ィ
はpersonal

な

の
か
、 a-personal

な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
清
水
教
授

は
、
究
極
的
な
る
も
の
が
「
日
常
意
識
の
な
か
で
は
」
人
格
的

G
egenüber

と
し
て
浮
上
し
て
く
る
、
と
い
う
イ
ェ
ー
ガ
ー
の

発
言
を
特
筆
し
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
重
要
な
指
摘
で
す
。

実
は
私
が
禅
の
方
々
に
お
尋
ね
し
た
い
の
は
、
禅
仏
教
で
は

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
禅
仏
教
で
は
、
一
般
的
に
は
当
然

な
が
らa-personal

な
次
元
が
前
面
に
で
て
く
る
と
思
い
ま
す

が
、
し
か
し
究
極
の
実
相
が
「
人
格
化
」
し
て
現
れ
る
意
識
の

位
相
は
禅
に
は
全
く
な
い
の
か
ど
う
か
。
ど
う
も
私
に
は
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

４ 

﹁
個
々
の
存
在
事
物
と
そ
の
背
景
根
拠
と
の 

 

相
即
﹂

こ
の
相
即
に
関
し
て
、
イ
ェ
ガ
ー
を
通
し
て
清
水
教
授
が
語

る
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、

キ
リ
ス
ト
の
徹
底
的
内
在
化
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
な

る
と
、
今
度
は
キ
リ
ス
ト
者
の
方
に
お
伺
い
し
た
く
な
り
ま
す
。

破
テ
、
死
ニ
ハ
テ
タ
ル
者
ノ
ヨ
ミ
ガ
ヘ
ル
ガ
如
ナ
ル
時
、
則
是

悟
リ
ナ
リ
」、
と
な
る
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
イ
ェ
ー
ガ
ー

の
体
験
は
、
確
か
に
神
秘
体
験
で
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
禅
の

悟
り
体
験
か
ど
う
か
、疑
い
が
も
た
れ
う
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。

３
﹁
真
の
自
己
と
神
﹂

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
の
「
真
の
自
己
」
の
発

見
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
文
化
史
的
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
のidentity

の
再
発
見
と
い
う
側
面
で
す
。
そ
れ

ほ
ど
に
己
に
迷
っ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
数
多
い
。
そ
う
い

う
人
々
が
禅
に
来
ま
す
。
で
す
か
ら
、
禅
に
は
い
わ
ば
心
理
療

法
的
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
側
面
ま
で
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
も

な
り
ま
す
。こ
れ
は
一
体
、本
来
の
禅
か
ら
見
た
ら
邪
道
な
の
か
、

そ
れ
と
も
新
し
い
可
能
性
な
の
か
。
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
考
察
が
必

要
な
気
が
し
ま
す
。

な
お
、
清
水
教
授
は
「
二
つ
の
疑
問
」
の
解
決
に
つ
い
て
語

ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
こ
う
し
た
体
験
を
し
た
場
合
、「
私
は
神

だ
」
と
宣
言
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
滝
澤
克
己
氏
や
八
木
誠
一
先
生
の
問
題
提
起
も
あ
り
、
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も
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
ど
の
様
に
し
て
対
処
さ
る
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
で
す
。
逆
に
言
う
と
、
ど
れ
だ
け
「
禅
」
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
土
壌
で
変
貌
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

し
か
し
何
は
と
も
あ
れ
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
に
焦
点
を
当
て
、
現

在
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
精
神
的
方
向
性
を
ご
紹
介
頂
い
た
こ
と
で
、
大
変
意
義
深
い

発
表
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

��

つ
ま
り
、「
神
」
と
か
「
キ
リ
ス
ト
」
と
か
の
言
辞
ま
で
も
消
滅

し
て
し
ま
う
、
と
い
う
次
元
が
キ
リ
ス
ト
教
に
は
な
い
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。「
神
」
や
「
キ
リ
ス
ト
」
を
忘
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
究
極
と
い
う
次
元
は
存
在
し
な
い
の
か
。
こ
れ
は
、
例

え
ば
長
年
禅
を
な
さ
っ
た
奥
村
一
郎
神
父
へ
の
質
問
で
す
。「
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
の
名
は
、
ど
こ
ま
で
も
顕
在
的
に
絶
対
的

に
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
否
か
、
と
い
う
質
問
で
す
。

５
﹁
日
常
性
へ
の
復
帰
﹂

こ
れ
は
、「
神
秘
主
義
」
の
或
る
側
面
な
い
し
或
る
理
解
に
対

し
て
、
矯
正
的
に
働
く
側
面
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
変

重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
神
秘
主
義
は
、決
し
て
己
の「
神
秘
」

の
中
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
確
か
に
イ
ェ
ー

ガ
ー
が
至
る
所
で
強
調
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
現
代

ド
イ
ツ
で
の
彼
の
人
気
を
生
ん
で
い
る
一
因
で
も
あ
る
の
で
し

ょ
う
。

最
後
に
、
付
加
的
質
問
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
発
生
し
て
し
ま

う
問
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
禅
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
移
植
さ
れ

る
際
に
、
不
可
避
的
に
発
生
す
る
問
題
点
・
困
難
と
は
ど
ん
な
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清
水�

簡
単
に
佐
藤
先
生
か
ら
の
ご
質
問
に
お
答
え
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
愛
宮
ラ
サ
ー
ル
神
父
が
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
先

駆
的
な
指
導
者
だ
っ
た
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
の
愛
宮
ラ
サ
ー
ル
に
関

す
る
論
文
の
中
で
論
じ
て
お
り
ま
す
。
ほ
ぼ
同
じ
よ
う

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
愛

宮
ラ
サ
ー
ル
の
先
駆
的
業
績
と
い
う
の
は
恐
ろ
し
く
大

き
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
さ
と
り
の
記
述
が
本
当
の

経
験
で
は
な
く
て
、
そ
の
前
段
階
の
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
の

分
類
で
言
え
ば
意
識
の
空
化
の
レ
ベ
ル
で
の
話
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
確
か
に
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ

た
も
の
、
わ
た
し
の
拙
い
翻
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
部
分
だ
け
と
っ
て
み
る
と
そ
う
い
う
疑
い
が

討
議�
Ⅱ�

司
会　

佐
藤 

研 

出
る
の
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
真
の
自
己
と

い
う
の
を
出
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
、「
サ

イ
ス
の
女
神
の
顔
を
見
る
と
自
分
自
身
で
あ
っ
た
」
と
、

こ
れ
は
紛
れ
も
な
い
本
来
の
面
目
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
こ
の
引
用
文
で
は
出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
。
お

そ
ら
く
イ
ェ
ー
ガ
ー
と
い
う
人
は
自
分
の
経
験
を
全
部

語
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
な
仕

方
で
少
し
ず
つ
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
で

す
か
ら
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
覚
り
の
経
験
が
ど
う
で
あ
っ
た

か
を
論
ず
る
に
は
、
お
そ
ら
く
彼
の
著
作
全
体
を
検
討

し
な
い
と
本
当
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
わ
た
し
は
今
回
佐
藤

先
生
が
出
し
て
こ
ら
れ
た
部
分
は
出
し
ま
せ
ん
で
、
む

し
ろ
無
相
の
自
己
の
経
験
を
出
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
意
識
の
空
化
と
神
な
い
し
空
の
経
験
と

の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
確
か
に
意

識
の
空
化
の
段
階
で
は
駄
目
な
ん
で
す
。
こ
れ
を
さ
と

り
の
経
験
と
誤
認
す
る
人
は
非
常
に
多
い
わ
け
で
す
。

決
定
的
に
重
要
な
点
で
す
。
こ
れ
は
明
日
の
安
永
先
生
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空
ず
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
、
し

か
し
、
神
を
空
じ
な
が
ら
も
「
神
だ
」
と
言
っ
て
も
全

然
お
か
し
く
は
な
い
、
そ
う
い
う
一
つ
の
包
容
性
と
い

う
か
寛
容
さ
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
仏
教
の
寛
容
さ
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
の
方
か

ら
ご
質
問
を
さ
れ
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
わ

た
く
し
は
こ
の
辺
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

花
岡�

大
変
す
ば
ら
し
い
清
水
先
生
の
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
先
ず
、
清
水
先
生
へ
の
一
つ
の

質
問
は
、
先
ほ
ど
の
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
で
は
神
に
愛
せ

し
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
人
間
が
あ
る

と
い
う
と
き
に
、
わ
た
く
し
な
ど
は
そ
こ
に
は
神
だ
け

で
な
く
自
然
も
入
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
な
ぜ

神
だ
け
が
と
思
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
と
こ
ろ
が
イ

ェ
ー
ガ
ー
さ
ん
で
す
と
、
十
牛
図
の
第
九
図
の
こ
と
を

チ
ラ
ッ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
第
九
図
は
自
然
で
す

か
ら
自
然
が
入
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

の
ご
発
表
に
も
関
係
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
八
識
田
中
に

一
刀
を
下
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
、
こ
れ
が
出
来

て
い
る
か
出
来
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
百
尺

竿
頭
か
ら
飛
び
降
り
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
う
い
う
経
験
が
な
い
と
駄
目
な
わ
け
で
す
。
佐

藤
先
生
の
お
疑
い
は
極
め
て
も
っ
と
も
で
、
怪
し
い
と

い
え
る
の
で
す
が
、
全
体
か
ら
見
る
限
り
は
、
わ
た
し

は
無
相
の
自
己
の
経
験
を
し
て
い
る
人
だ
と
思
い
ま

す
、
た
ぶ
ん
で
す
ね
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
最

後
、
神
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
者

に
と
っ
て
耐
え
難
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
わ
た
し
の
み
な
ら
ず
イ
ェ
ー
ガ
ー
も
答
え
る
と

思
い
ま
す
が
、
神
を
本
当
に
消
す
必
要
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
仏
教
の
禅
を
や
る
人
で
も
、「
仏
だ
、
仏
だ
」

と
ず
っ
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
に
、
殺
仏
殺
祖

と
い
う
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な

問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
先
ほ
ど
の
引
用
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
神
を



75 ――― 東西宗教研究　第 9号・2010 年

宗
教
は
自
然
が
入
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
い
つ
も
疑

問
を
も
つ
わ
け
で
す
が
、
イ
ェ
ー
ガ
ー
さ
ん
の
場
合
は

禅
も
な
さ
い
ま
し
て
公
案
も
練
ら
れ
ま
し
て
と
い
う
と

こ
ろ
で
、
時
代
の
制
限
と
い
う
こ
と
で
一
五
、六
世
紀

の
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
で
す
と
そ
こ
ま
で
は
届
か
な
か
っ

た
と
、Panentheism

us
と
い
う
言
葉
自
体
も
十
字
架
の

ヨ
ハ
ネ
の
後
の
言
葉
で
す
か
ら
、
そ
こ
の
違
い
を
ど
の

へ
ん
に
ご
覧
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
が
ご

質
問
で
す
。
た
く
さ
ん
佐
藤
先
生
が
質
問
を
出
さ
れ
ま

し
た
が
、
ひ
と
つ
ふ
た
つ
考
え
ま
す
と
、
さ
と
り
と
い

う
も
の
は
そ
の
場
で
は
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
で
す
か

ら
、
そ
れ
は
後
か
ら
振
り
返
っ
て
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
。
そ
の
と
き
の
体
験
そ
の
も
の
の
場
と
い
う

の
は
何
も
分
か
ら
な
い
、
図
形
（
十
牛
図
）
で
い
う
と

本
当
に
真
っ
暗
闇
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
何
も
言
葉
も
出

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
後
か
ら
振
り
返
っ
て
反

省
し
て
出
し
た
言
葉
で
、
こ
れ
は
禅
的
さ
と
り
そ
の
ま

ま
と
い
う
か
。
宗
教
的
覚
り
と
か
禅
の
さ
と
り
で
は
な

く
て
、
覚
り
と
い
う
の
は
本
当
の
自
己
に
目
覚
め
る
出

発
点
と
思
っ
て
お
り
ま
す
、
到
着
点
で
は
な
く
て
。
本

当
に
人
生
を
自
己
と
し
て
生
き
る
た
め
の
出
発
点
と
思

っ
て
、
今
ま
で
の
自
己
と
は
違
っ
た
自
己
と
し
て
生
き

る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
言
葉
で
は
全
く
表
現
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
禅
仏
教
に
人
格
化
し
た
例
が
あ
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
そ
の
人

が
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
毎
日
毎

日
出
会
う
方
々
そ
の
中
に
仏
教
そ
の
も
の
を
具
現
し
た

よ
う
な
素
晴
ら
し
い
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
わ
た
く
し
は
人
格
が
見

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
を
突
き
詰
め
て
ゆ
く
と
キ
リ
ス
ト
が
消

え
て
ゆ
く
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
ご
発
表
で
も
そ
れ
を
考

え
て
質
問
し
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
本
当
に
深
ま

っ
て
ゆ
く
と
、
全
て
の
人
々
が
神
の
子
で
あ
る
キ
リ
ス

ト
で
あ
り
、
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
そ
こ
へ
と
導
か

れ
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
禅
の
変
貌
を
ど
う
思
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う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
先
生

と
い
う
方
が
ご
他
界
の
前
、
一
〇
何
年
か
前
に
、
相
国

寺
に
来
ら
れ
て
、
そ
の
時
に
わ
た
し
は
通
訳
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
フ
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
さ
ん
は
相
国
寺
の
梶
谷

老
大
師
と
対
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
フ
リ
ッ
ツ
・

ブ
リ
さ
ん
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
み
ん
な
、
キ
リ
ス
ト

教
に
絶
望
し
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
心
理
学
に
行
っ
て
、

教
会
が
空
っ
ぽ
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
今
は
み
ん
な
東
洋
に
来
て
、
た
と
え
ば

座
禅
を
し
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
は
当
然
の
チ
ェ
ン
ジ

で
あ
っ
て
、
別
に
禅
だ
け
が
一
番
す
ば
ら
し
い
近
道
と

い
う
の
で
は
な
く
て
、
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
時
代
と
場
所
に
よ
っ
て
変
貌
す
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
も
そ
の
よ
う

に
な
っ
て
、
日
本
で
は
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
が
出
ま
し

た
し
、
そ
の
他
に
も
色
々
な
宗
派
が
出
ま
し
た
。
こ
れ

は
時
代
と
共
に
変
貌
し
て
い
ま
す
。
今
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
力
が
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
バ
ル

デ
ン
フ
ェ
ル
ス
（H

.�W
aldenfels)�

先
生
か
ら
は
伺
っ

て
お
り
ま
す
。
ま
っ
た
く
新
し
い
大
衆
宗
教
、
民
衆
宗

教
が
生
ま
れ
出
て
く
る
中
で
、
な
ん
と
か
キ
リ
ス
ト

教
が
が
ん
ば
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も

…
、
と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。
禅
の
研
究
者
で
も
あ
ら
れ

る
ハ
ン
ス
・
バ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
先
生
（
お
兄
様
の
方

で
す
、
弟
さ
ん
は
現
象
学
者
で
す
が
）
は
人
間
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
見
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
わ
た
し
の
考
え
で
す
。
他
に
も
た
く
さ
ん
の
お

考
え
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

清
水�

最
初
の
ご
質
問
だ
け
が
わ
た
し
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ

と
思
い
ま
す
の
で
そ
こ
だ
け
お
答
え
し
て
、
そ
の
後
は

フ
ロ
ア
ー
に
お
渡
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
の
ご

質
問
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
自
然
の
う
ち
に
神
を
見

る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
ご
質
問

で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
イ
ェ
ー
ガ
ー
が
そ
う
い
う

こ
と
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
彼
は

祈
る
際
に
熱
烈
に
祈
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
常
に
自

分
の
視
界
が
開
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
何
時
間
も
祈
っ
た
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と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
こ
に
い
っ
て

も
そ
う
い
う
仕
方
で
祈
っ
て
い
た
と
、
自
然
の
眺
望
が

開
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
祈
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
一

つ
の
例
と
し
て
イ
ェ
ー
ガ
ー
が
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

八
木
誠
一�

佐
藤
さ
ん
の
ペ
ー
パ
ー
に
「
神
・
キ
リ
ス
ト
の
生
滅

が
キ
リ
ス
ト
教
の
究
極
と
は
言
え
な
い
か
」
と
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
で
、
中
心
問
題
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
で
清
水
さ
ん
へ
の
質
問
な
の
で
す
が
、
イ

ェ
ー
ガ
ー
は
良
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

は
明
ら
か
に
そ
う
な
ん
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
要
す

る
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
と
そ
の
宣
教
と

い
う
の
が
一
番
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ

へ
の
信
仰
か
ら
ひ
ら
け
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
イ
エ
ス

の
死
と
復
活
と
い
う
出
来
事
が
一
番
の
根
本
に
あ
る
。

そ
れ
へ
の
信
仰
か
ら
ひ
ら
け
て
き
た
世
界
が
禅
と
一
致

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
い

ら
な
い
ん
だ
、
直
接
に
人
間
は
禅
と
同
じ
理
解
を
ひ
ら

く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
僕
は
イ
エ
ス

の
場
合
は
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
イ
エ
ス

の
場
合
は
は
っ
き
り
そ
う
だ
と
言
え
る
と
思
う
の
で
す

が
、
た
と
え
ば
イ
エ
ス
の
た
と
え
話
に
は
宗
教
的
な
人

間
が
何
も
出
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

イ
ェ
ー
ガ
ー
の
場
合
ど
っ
ち
な
ん
で
す
か
。

清
水�

こ
れ
は
ど
っ
ち
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
と
思
う
の
で

す
ね
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
基
本
的
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
の

司
祭
で
す
か
ら
、
当
然
、
イ
エ
ス
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
的
な

生
き
方
を
き
ち
っ
と
踏
ま
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

八
木
誠
一�

生
き
方
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
イ
エ
ス
が
死
ん
で
蘇

っ
た
と
い
う
歴
史
的
現
実
で
す
。

清
水�

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
ケ
ノ
ー
シ
ス
と
申
し
上
げ
た
の
で

す
。

八
木
誠
一�

無
化
す
る
と
い
う
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
事
実

が
な
く
て
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
す
か
。

清
水�

イ
ェ
ー
ガ
ー
の
場
合
、
こ
れ
は
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
教
理
省

か
ら
も
批
判
さ
れ
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
イ
エ
ス
・
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キ
リ
ス
ト
は
唯
一
無
比
の
救
世
主
で
は
な
い
の
で
す
。

そ
う
で
な
く
て
、
わ
た
し
た
ち
が
見
習
う
べ
き
範
型
な

ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
他
に
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

と
同
じ
よ
う
な
宗
教
家
が
現
れ
て
も
よ
ろ
し
い
と
い
う

わ
け
で
す
。

八
木
誠
一�

イ
エ
ス
を
範
型
と
見
な
す
と
い
う
伝
統
は
昔
か
ら
ず

っ
と
あ
っ
て
、
連
綿
と
続
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
場
合
に
範
型
と
い
う
の
は
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の

で
す
か
、
そ
れ
と
も
な
く
て
も
い
い
の
で
す
か
。

清
水�

イ
ェ
ー
ガ
ー
自
身
は
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
か
、
な

く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
は
断
定
的
に
は
語
っ
て
な
い

と
思
い
ま
す
。

八
木
誠
一�

い
な
い
ん
で
す
か
。
禅
の
場
合
は
な
い
わ
け
で
す
よ

ね
、
禅
の
人
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
模
範
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
。

清
水�

基
本
的
に
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
か
ら
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
そ
う
い
う
人
な
の
で
す
。

八
木
誠
一�

僕
は
た
だ
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
と
聞
い
て
い
る
だ
け

で
、
佐
藤
さ
ん
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ

る
か
ら
非
常
に
面
白
い
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
確
か
め
て
み

た
か
っ
た
だ
け
で
す
。

清
水�

丁
か
半
か
と
い
う
形
で
簡
単
に
イ
ェ
ー
ガ
ー
さ
ん
が
答

え
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
今
申
し

上
げ
た
よ
う
に
範
型
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
わ
た
し
た

ち
が
見
習
う
べ
き
モ
デ
ル
で
す
ね
、
そ
の
点
が
強
い
の

で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
の
イ

エ
ス
を
大
事
に
す
る
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
神
秘
主
義

的
な
そ
う
い
う
仕
方
で
イ
エ
ス
を
評
価
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

八
木
誠
一�

わ
か
り
ま
し
た
。

佐
藤�

時
間
が
来
ま
し
た
の
で
、
残
念
で
す
け
れ
ど
も
こ
れ
で

閉
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。


