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秘
主
義
な
る
も
の
を
、
何
ら
か
歴
史
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
古
今

東
西
に
通
有
の
思
想
な
り
実
践
な
り
体
験
な
り
と
し
て
「
実
体

視
」
せ
ず
、
神
秘
主
義
と
い
う
語
彙
や
概
念
が
登
場
し
用
い
ら

れ
て
く
る
に
到
っ
た
背
景
に
あ
る
精
神
史
・
宗
教
史
的
状
況
の

中
に
こ
れ
を
位
置
づ
け
て
み
た
い

1

。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
今
日

こ
の
言
葉
を
用
い
て
「
東
西
宗
教
」
の
諸
問
題
を
考
え
る
こ
と

の
有
効
性
を
見
定
め
る
一
助
を
得
た
い
。
そ
の
上
で
、
私
な
り

に
、
神
秘
主
義
な
る
も
の
を
今
日
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
か
、

一
つ
の
私
案
を
提
示
し
て
み
た
い
。（
Ⅰ
節
）

続
い
て
、こ
の
東
西
宗
教
交
流
学
会
の
基
本
課
題
で
あ
る
「
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
」
と
い
う
問
題
設
定
の
な
か
で
、
神

は
じ
め
に
本
発
表
の
構
成
を
示
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、「
神

秘
主
義
」
と
い
う
言
葉
な
い
し
概
念
に
つ
い
て
、
広
い
視
点
か

ら
そ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
を
整
理
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の

も
、
私
感
で
は
、
神
秘
主
義(m

ysticism
)

と
い
う
言
葉
は
、
こ

れ
を
使
う
者
に
よ
っ
て
、
ま
た
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
、
意
味

内
容
に
小
さ
か
ら
ざ
る
揺
れ
な
い
し
ズ
レ
が
あ
り
、
こ
の
こ
と

が
、
と
き
に
神
秘
主
義
を
巡
る
議
論
を
錯
綜
さ
せ
て
い
る
と
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
整
理
作
業
は
、
神
秘
主
義
概
念
を

い
わ
ゆ
る
「
歴
史
化
」
な
い
し
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
」
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
（
結
局
、
語
義
の
混
乱
を
増
幅
す
る
こ

と
に
し
か
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
）。
つ
ま
り
、
神

 
「
神
秘
主
義
」
は
「
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
」
的
か
？

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
神
秘
的
」
祈
り
の
読
解
か
ら

鶴
岡
賀
雄
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秘
主
義
が
有
す
る
だ
ろ
う
意
義
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。

そ
の
上
で
、
こ
の
場
所
で
大
き
な
問
い
で
あ
り
続
け
て
い
る
と

思
わ
れ
る
、「
絶
対
」
的
な
る
も
の
の
人
格
性
／
非
人
格
性
の
問

題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。（
Ⅱ
節
）

そ
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
一
助
と
し
て
、
私
が
最

も
親
し
ん
で
き
た
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
で
あ
る
十
字
架
の
ヨ
ハ

ネ
の
根
本
思
想
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
、
祈
り
を
巡
る
彼
の
小

さ
な
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
取
り
出
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
意
味

で
神
秘
主
義
的
で
あ
る
の
か
、
そ
こ
で
の
「
人
格
性
」（
む
し
ろ

「
人
称
性
」
と
言
い
た
い
）
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
示

し
て
み
た
い
。（
Ⅲ
節
）

Ⅰ  

神
秘
主
義(m

ysticism
/ M

ystik/ m
ystique)

の
系
譜
学

定
義
の
困
難

「
神
秘
主
義
を
定
義
す
る
の
は
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
業
だ
」
と
セ
ル

ト
ー
は
、
最
晩
年
の
論
考
に
記
し
て
い
る

2

。
こ
れ
は
、
私
自
身

の
実
感
で
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
み
て
も
、
そ
こ
か

ら
何
か
重
要
な
も
の
が
漏
れ
落
ち
て
し
ま
う
感
が
拭
え
な
い
。

そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、「
神
秘
主
義
」
な

る
言
葉
が
、
半
ば
自
然
言
語
と
し
て
成
立
し
使
用
さ
れ
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
広
義
の
実
証
学
と
し
て
の
宗
教
学
に
と
っ
て
は
、

神
秘
主
義
を
定
義
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
の
中
で
神
秘
主
義
と

い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
を
通

覧
精
査
し
て
、
そ
の
意
味
の
核
心
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
ろ
う
が
、
こ
の
作
業
が
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。
神
秘
主

義
と
い
う
言
葉
は
、
時
代
、
地
域
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
多
彩

な
対
象
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
き
て
い
て
、
そ
こ
に
共
通
の
核

心
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
い

っ
た
い
「
誰
が
神
秘
家
か
」
に
関
し
て
も
、
広
い
共
通
理
解
は

成
立
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
一
つ
の
理
由
は
、
神
秘
主
義
の
意
味
の
核
心
に
、「
知

的
理
解
の
不
能
」
と
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

拠
る
。“m

ysticism
”

の
語
源
に
あ
る“m

ysterion”

が
、
既
に
こ

の
こ
と
を
含
意
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
知
的
理
解
不
能
な
も
の

を
明
晰
判
明
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、

神
秘
主
義
の
把
握
は
、
多
く
の
場
合
、「
明
晰
判
明
な
何
か
の
否
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定
」
と
い
う
否
定
法
的
姿
を
採
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ

に
は
、
そ
の
否
定
の
や
り
方
に
は
、
あ
る
「
ス
タ
イ
ル
」
の
通

有
性
が
あ
る
よ
う
で
も
あ
る

3

。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
見
を
本

節
の
末
尾
で
示
し
た
い
が
、
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
神
秘
主
義
と

い
う
も
の
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
に
つ

い
て
、
私
な
り
の
整
理
を
試
み
て
お
く
。

﹁
神
秘
体
験
﹂
と
し
て
の
神
秘
主
義

神
秘
主
義(m

ysticism
)

と
い
う
言
葉
が
神
学
、
哲
学
、
宗
教

学
、
ま
た
一
般
社
会
で
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
概
ね
十
九
世
紀
前
半
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、

そ
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
共
通
理
解
が
ひ
ろ
く
成
立
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十

世
紀
前
半
に
か
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
宗
教
」
理
論
―
も
は
や

「
神
学
」
で
は
な
く
―
に
お
い
て
は
、
神
秘
主
義
が
宗
教
の
核
心

と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
う
し
た
神
秘
主
義
理
解
の
中

心
に
は
、
総
じ
て
「
神
秘
体
験
」
が
据
え
ら
れ
て
い
た
。
神
秘

体
験
の
魅
力
が
神
秘
主
義
概
念
を
支
え
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

神
秘
体
験
の
特
徴
と
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
言
葉
に
し
え
な
い
こ

と(ineffability)

、
知
的
性
格(noetic quality)

、
暫
時
性

(transiency)

、
受
動
性(passivity)

を
指
摘
し
て
い
る

4

。
言
葉
に

し
え
な
い
仕
方
で
宗
教
的
真
理
を
直
知
す
る
特
権
的
出
来
事
が
、

宗
教
に
お
け
る
神
秘
体
験
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
神
秘

体
験
を
宗
教
の
核
心
に
据
え
る
こ
と
は
、「
宗
教
一
般
」
の
再
評

価
に
繋
が
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
神
秘
体
験
に
お
い
て
直
知

さ
れ
る
真
理
は
、
諸
宗
教
、
諸
教
会
に
お
い
て
言
語
的
な
い
し

概
念
的
に
限
定
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
教
義
を
超
え
る

4

4

4

水
準

に
位
置
付
け
ら
れ
、
価
値
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に

十
九
・
二
十
世
紀
に
新
興
し
た
宗
教
学
に
は
、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト

教
が
総
体
的
に
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
中
で
、キ
リ
ス
ト
教（
だ
け
）

で
は
な
く
、「
宗
教
一
般
」
の
存
在
意
義
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る

意
図
が
潜
在
し
て
い
た
。
そ
こ
で
提
案
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
理
論
は
、
諸
宗
教
に
通
有
の
超
越
的
絶
対
者
を
帰
納
的
に
想

定
す
る
よ
う
な
準
神
学
的
理
論
に
な
る
こ
と
も
あ
る
し
、
哲
学

的
思
弁
に
よ
っ
て
形
而
上
学
的
絶
対
者
と
し
て
の
神
を
保
証
し

よ
う
と
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
人
間
一
般
に
普
遍
的
な
心
理
構

造
に
宗
教
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
、
社
会
構
築
の
根
本
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原
理
の
水
準
に
そ
れ
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
な
ど
で
も
あ
り
え

た
が
、
い
ず
れ
も
、
宗
教
を
無
意
味
な
倒
錯
、
無
価
値
な
迷
信

と
し
て
否
定
し
さ
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
水
準
に
宗
教
の

真
理
と
そ
の
存
在
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
神

秘
主
義
を
中
心
に
置
く
宗
教
理
論
は
、
神
秘
体
験
の
「
知
性
的

言
語
に
よ
る
把
握
を
超
え
る
」（
と
さ
れ
る
）
性
格
に
依
拠
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
諸
宗
教
の
教
義
や
儀
礼
や
制
度
の
多
様
性

に
拘
泥
せ
ず
、
宗
教
の
真
理
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、「（
最
高
の
）宗
教
」

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
も
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
神
秘
「
体
験
」
―“experience”

は
、「
経
験
」、
と

き
に
「
実
験
」
と
も
邦
訳
さ
れ
る
―
を
そ
の
核
心
に
見
る
神
秘

主
義
把
握
は
、「
経
験
」
の
地
平
に
人
間
の
知
と
生
の
最
も
基
礎

的
な
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
近
代
哲
学
お
よ
び
科
学
的
思
考
に

も
、
何
ら
か
呼
応
す
る
も
の
だ
っ
た

5

。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
神
秘
体
験
中
心
の
神
秘
主
義
理
解
は
、

そ
の
原
型
が
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
の
西
欧
に
お
け
る
大
き

な
精
神
史
的
変
動
の
な
か
で
成
立
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。
体
験
な
い
し
経
験
概
念
の
曖
昧
性
の
ま
ま

に
、
こ
の
時
代
に
は
、
神
学
の
ス
コ
ラ
学
的
洗
練
が
進
行
す
る

の
に
並
行
し
て
、
概
念
的
知
性
に
よ
る
も
の
と
は
別
の
水
準
に

想
定
さ
れ
た
「
神
の
体
験
的
認
識
」（
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
）

に
依
拠
し
た
神
と
の
関
わ
り
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
追
求
さ

れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
宗
教
改
革
に
よ
る
教
会
の
分
裂
・
並

立
と
い
う
政
治
的
宗
教
的
状
況
の
中
で
つ
き
つ
め
ら
れ
、
概
念

的
知
性
の
言
葉
で
構
築
さ
れ
た
教
義
の
対
立
を
超
え
る
「
霊
の

教
会
」
の
理
念
の
も
と
、
回
復
不
能
な
ま
で
に
分
裂
し
て
し
ま

っ
た
教
義
や
組
織
と
は
別
の
地
平
に
キ
リ
ス
ト
教
の
最
終
的
真

理
の
次
元
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
生
む
。
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
圏
で
も
（
ピ
エ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
）
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
で
も
（
キ

エ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
）
並
行
し
た
―
む
し
ろ
連
動
し
た
―
動
向
が

見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
ス
コ
ラ
神
学
、
教
義
神
学
と
は
区

別
さ
れ
た
「
神
秘
神
学(theologia m

ystica)

」
の
樹
立
を
め
ざ

す
こ
と
と
な
っ
た

6

 

。
一
九
～
二
十
世
紀
の
神
秘
主
義
概
念
は
、

も
は
や
諸
「
教
会
」
で
は
な
く
諸
「
宗
教
」
の
並
立
状
況
と
、

キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
自
体
の
非
自
明
化
の
中
で
構
想
さ
れ
た
が
、

そ
こ
で
の
宗
教
学
的
神
秘
主
義
理
解
は
、
こ
の
近
世
的
神
秘
神

学
の
系
譜
を
陰
に
陽
に
継
い
で
い
る
。
近
現
代
の
神
秘
主
義
概



8 

念
に
は
、
こ
う
し
た
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
的
来
歴
が
深
く
浸
透
し

て
い
る
。

神
秘
主
義
の
﹁
歴
史
﹂

こ
う
し
て
概
ね
一
七
世
紀
に
実
質
的
に
構
想
さ
れ
た
「
キ
リ

ス
ト
教
神
秘
主
義
」
は
、
教
義
や
制
度
と
は
別
の
水
準
に
生
き

続
け
て
き
た
「
真
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
系
譜
な
い
し
歴
史
を
、

い
わ
ば
創
出
し
て
い
く

7

。
そ
れ
は
、
早
く
は
旧
約
の
預
言
者
た

ち
か
ら
辿
ら
れ
、
イ
エ
ス
自
身
は
と
も
か
く
、
使
徒
パ
ウ
ロ
や

ヨ
ハ
ネ
文
書
に
も
見
出
さ
れ
、
東
西
の
教
父
、
名
高
い
修
道
者

た
ち
、
ま
た
中
世
の
重
要
な
神
学
者
た
ち
は
み
な
神
秘
家
と
見

な
さ
れ
る
。
中
世
後
期
か
ら
は
、
上
述
の
事
情
で
神
秘
家
と
さ

れ
る
人
々
の
数
は
い
や
増
し
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
、
ス
ペ
イ
ン

神
秘
主
義
、
イ
ギ
リ
ス
神
秘
主
義
、
フ
ラ
ン
ス
神
秘
主
義
と
い

っ
た
ま
と
ま
り
の
も
と
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
東
方

教
会
に
お
い
て
も
、
ヘ
シ
カ
ズ
ム
の
伝
統
に
神
秘
主
義
は
見
出

さ
れ
、
そ
の
伝
統
は
近
代
ロ
シ
ア
に
ま
で
辿
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。十

九
～
二
十
世
紀
の
宗
教
学
・
宗
教
史
学
は
、こ
の
近
世
的「
キ

リ
ス
ト
神
秘
主
義
の
歴
史
」
の
構
図
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
を

越
え
て
拡
大
し
た
と
も
言
え
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
密
儀
宗
教

（
エ
レ
ウ
シ
ス
の
密
儀
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
団
、
等
）
は
、
秘
義

(m
ysterion)

、
秘
義
参
入
者(m

ystes)

と
い
っ
た
語
彙
を
キ
リ

ス
ト
教
世
界
に
提
供
し
、
そ
の
形
容
詞
形m

ystikos

が
後
の
神

秘
神
学(theologia m

ystica)

等
の
語
を
生
ん
で
い
っ
た
点
で
、

神
秘
主
義
の
歴
史
上
の
基
点
と
も
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
ギ
リ

シ
ア
哲
学
全
般
の
背
景
に
あ
る
と
も
さ
れ
、
そ
の
宗
教
的
性
格

を
浮
き
出
さ
せ
て
脱
我
・
脱
自
に
よ
る
「
一
者
」
と
の
合
一
を

究
極
目
標
に
据
え
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
以
来
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

は
、
哲
学
的
神
秘
主
義
の
典
型
な
い
し
原
型
と
見
な
さ
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
外
部
で
は
、
イ
ン
ド
の
諸
宗
教
（
ヴ
ェ

ー
ダ
ー
ン
タ
思
想
、
バ
ク
テ
ィ
ズ
ム
）、
仏
教
（
禅
、
密
教
）、

イ
ス
ラ
ム
（
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
）、
道
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
（
カ
バ
ラ
ー
、

ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
）、
さ
ら
に
は
各
地
の
「
未
開
宗
教
」（
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
）
に
も
神
秘
主
義
が
見
出
さ
れ
る
。

と
く
に
仏
教
を
含
む
イ
ン
ド
の
諸
宗
教
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
以
来
、
総
体
的
に
神
秘
主
義
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
さ
え
あ

っ
た
。
神
秘
主
義
概
念
は
し
ば
し
ば
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
結
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び
つ
い
て
い
る

8

。

神
秘
主
義
は
さ
ら
に
「
宗
教
」
の
枠
を
も
越
え
て
拡
張
さ
れ

て
い
く
。
す
で
に
近
代
の
い
わ
ゆ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
哲
学
・
文

学
・
芸
術
の
担
い
手
た
ち
は
、
教
会
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
か

ら
は
離
れ
た
場
所
で
、
た
だ
し
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
、
あ
る

い
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
諸
伝
統
に
深
く
養
わ
れ
て
、
神
秘
主

義
的
と
形
容
さ
れ
て
よ
い
思
想
や
作
品
を
生
み
出
し
て
い
た
が
、

こ
れ
を
う
け
て
二
十
世
紀
に
は
、
哲
学
・
思
想
、
心
理
学
・
精

神
分
析
、
文
学
（
象
徴
主
義
、
超
現
実
主
義
）、
音
楽
、
絵
画
、

自
然
科
学
、
ま
た
多
く
は
全
体
主
義
な
政
治
運
動
に
お
い
て
も
、

神
秘
主
義
的
と
称
さ
れ
る
運
動
や
実
践
は
繁
茂
し
て
い
く
。
こ

れ
と
並
行
し
て
、
宗
教
学
的
神
秘
主
義
概
念
の
刺
激
の
下
、
神

智
学
、
人
智
学
、
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ

ム
、
等
の
神
秘
主
義
的
と
も
言
え
る
類
宗
教
運
動
も
族
生
す
る
。

二
十
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ

ー
や
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
と
呼
ば
れ
る
潮
流
の
中
で
、
一
切
の
宗
教

的
敬
虔
性
を
脱
ぎ
捨
て
た
か
た
ち
で
神
秘
主
義
の
本
質
が
追
究

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ラ
ッ
グ
文
化
や
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
由
来
の
呪
術
的
実
践
も
そ
の
神
秘
主
義
を
生
み
出

し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
動
向
、
と
り
わ
け
幻

覚
剤
を
用
い
た
特
異
な
体
験
の
獲
得
を
志
向
す
る
い
わ
ゆ
る
ケ

ミ
カ
ル
・
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
神
秘
体
験
は
脳
生

理
学
・
脳
神
経
科
学
の
視
点
か
ら
定
義
可
能
と
さ
れ
、
近
年
の

認
知
科
学
・
進
化
生
物
学
の
進
展
に
伴
い
、
神
秘
主
義
も
脳
の

機
能
や
状
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
の
よ
う
な
範
囲
拡
張
の
結
果
、
近
年
で
は
、
神
秘
主
義
の

語
義
の
拡
散
と
希
薄
化
が
著
し
い
。
欧
米
で
は
、
こ
の
概
念
の

神
学
的
由
来
を
回
避
し
て
、「
エ
ソ
テ
リ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語

で
、
従
来
の
神
秘
思
想
史
の
領
域
と
一
部
重
な
り
一
部
ず
れ
た

宗
教
思
想
史
把
握
を
試
み
る
動
向
が
生
ま
れ
て
い
る
。「
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
も
、
従
来
の
神
秘
主
義
が
有
し

て
い
た
エ
リ
ー
ト
主
義
、
達
人
主
義
的
含
意
を
去
っ
て
、
一
種

の
民
主
化
な
い
し
大
衆
化
さ
れ
た
神
秘
主
義
を
言
う
も
の
と
し

て
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

神
秘
主
義
の
構
成
要
素

こ
う
し
た
経
緯
を
た
ど
っ
て
生
み
出
さ
れ
用
い
ら
れ
て
き
た

「
神
秘
主
義
」
と
い
う
言
葉
な
い
し
概
念
は
、
上
の
粗
い
通
覧
か
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ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
指
示
範
囲
自
体
が
き
わ
め
て
流

動
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
一
義
的
定
義
を
見
出
す
こ

と
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
上
述
の
よ
う
な
領

域
を
覆
う
神
秘
主
義
の
構
成
要
素
と
言
え
よ
う
も
の
を
い
く
つ

か
挙
げ
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
ど
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
神
秘
主
義
概
念
が
形
成
さ
れ
る
か
が
決
ま
っ
て
く

る
。近

代
的
神
秘
主
義
概
念
に
お
い
て
最
も
重
い
位
置
を
占
め
て

き
た
の
は
神
秘
体
験
だ
が
、
そ
の
基
本
的
あ
り
方
と
し
て
合
一

(union)

と
視(vision)

と
を
区
別
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
前

者
は
自
己
が
絶
対
者
と
一
つ
に
な
る
、
そ
の
意
味
で
絶
対
者
に

「
成
る
」
方
向
で
あ
り
、後
者
は
、言
葉
を
「
聴
く
」
こ
と
を
含
め
、

超
越
的
真
理
を
「
知
る
」
方
向
と
言
え
る
。
た
だ
し
両
者
は
は

っ
き
り
区
別
で
き
な
い
の
が
実
情
か
も
し
れ
な
い
。
神
秘
体
験

に
お
い
て
は
、
往
々
に
し
て
「
見
る
」
こ
と
は
「
成
る
」
こ
と

で
あ
る
。
神
秘
的
視
ヴ
ィ
ジ
ョ
ンに
お
い
て
も
、
日
常
的
世
界
認
識
が
停

止
し
、
そ
れ
を
経
て
自
己
の
あ
り
方
が
根
本
的
に
変
容
す
る
こ

と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

本
質
的
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
神
秘
体
験
よ
り
も
、
そ
こ

で
覚
知
さ
れ
る
世
界
理
解
に
重
点
を
お
く
神
秘
主
義
理
解
も
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
「
一
者
」、
ユ
ダ
ヤ
・
キ

リ
ス
ト
・
イ
ス
ラ
ム
教
の
「
神
」、ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の
「
ブ

ラ
フ
マ
ン
」、
仏
教
的
な
「
空
」、
中
国
宗
教
の
「
道
」、
あ
る
い

は
一
般
に
「
大
自
然
の
生
命
・
根
源
」
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教

伝
統
の
最
も
核
心
を
な
す
真
理
な
い
し
秘
ミ
ス
テ
リ
ウ
ム
義
の
真
相
が
開
示
さ

れ
、
そ
れ
が
通
常
の
知
的
理
解
の
及
ば
な
い
よ
う
な
仕
方
で
語

ら
れ
る
。
こ
れ
は
神
秘
主
義
と
い
う
よ
り
も
神
秘
思
想
と
言
う

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
神
秘
体
験
叙
述
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ

か
ら
神
秘
思
想
に
特
徴
的
な
言
語
表
現
と
し
て
の
否
定
神
学（
絶

対
的
真
理
を
否
定
的
述
語
に
よ
っ
て
語
る
語
り
方
）、
逆
説
、
詩

的
表
現
、
等
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
特
異
な
語
り
方
ゆ
え
に
、
神

秘
主
義
は
し
ば
し
ば
、
論
理
的
に
整
合
的
な
か
た
ち
で
定
義
さ

れ
た
思
考
の
規
矩
を
逸
脱
す
る
異
端
と
見
な
さ
れ
、
セ
ク
ト
や

秘
密
結
社
と
い
っ
た
社
会
的
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
る
こ
と
も

あ
る
。

神
秘
主
義
は
ま
た
、
体
験
や
思
想
だ
け
の
事
柄
で
は
な
く
、

特
有
の
実
践
と
も
結
び
つ
く
。
神
秘
体
験
が
生
ま
れ
、
神
秘
思

想
が
練
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
禁
欲
修
行
・
行
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法(ascetica)

を
と
も
な
う
修
道
生
活
に
お
い
て
だ
っ
た
。
そ
う

し
た
生
活
は
、
超
越
世
界
の
観
想
だ
け
で
な
く
、
観
想
さ
れ
る

真
理
を
こ
の
世
界
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
大
胆
な
実
践
活
動
に

繋
が
る
こ
と
が
あ
る
。「
行
動
の
神
秘
主
義
」
と
呼
び
た
い
事
例

は
宗
教
史
上
に
少
な
く
な
い
。
ま
た
神
秘
主
義
の
道
に
熟
達
し

た
人
々
は
、
通
常
人
の
及
ば
な
い
神
通
を
得
る
と
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。
そ
れ
は
、
西
洋
に
お
い
て
は
、
神
働
術(theurgia)

、

魔
術(m

agia)

等
と
よ
ば
れ
、
神
秘
思
想
的
世
界
観
の
な
か
で

そ
の
可
能
根
拠
が
追
究
さ
れ
て
き
た
。東
西
の
占
星
術
・
錬
金
術
、

医
術
の
伝
統
は
こ
れ
と
接
合
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
神
秘
主
義

的
行
動
・
実
践
も
ま
た
、
正
統
教
義
の
説
く
行
動
規
範
か
ら
の

逸
脱
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

神
秘
主
義
の
再
定
義
に
向
け
て

こ
の
よ
う
に
、
半
ば
自
然
言
語
と
し
て
長
く
用
い
ら
れ
て
き

た
「
神
秘
主
義
」
の
語
義
は
、
い
わ
ゆ
る
家
族
的
類
似
を
以
て

連
関
し
つ
つ
拡
散
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
語
で
言
わ
れ
る
事
象

に
何
ら
か
共
通
点
を
捜
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
・
地
域
の
宗
教
に
お
け
る
主
流
の
知
か
ら
の
逸
脱
、
そ
れ

も
過
激
な
逸
脱
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
い
だ
し
う
る
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、正
統
・
主
流
の
知
を
外
部
か
ら
―
つ
ま
り
、

各
宗
教
伝
統
自
体
の
外
に
真
理
の
規
準
を
立
て
て
そ
こ
か
ら
―

批
判
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
の
正
統
知
が
形
成
さ
れ
て
き
た

伝
統
の
根
源
に
、
通
常
許
容
さ
れ
可
能
と
さ
れ
て
い
る
以
上
に

強
く
、
深
く
迫
ろ
う
と
す
る
欲
求
ゆ
え
に
、
そ
の
尋
常
な
限
界

を
意
図
せ
ず
し
て
越
え
出
て
し
ま
う
よ
う
な
動
向
、
い
わ
ば
根

源
へ
の
逸
脱
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
神
秘
主
義
は
、
何
ら
か
特
定

の
実
践
や
思
想
の
体
系
で
あ
る
よ
り
も
、
各
宗
教
伝
統
の
根
源

的
真
理
と
し
て
の
秘
ミ
ス
テ
リ
ウ
ム
義
を
固
定
的
な
体
制
を
構
築
し
て
枠
付
け
、

定
式
化
し
よ
う
と
す
る
態
度
か
ら
の
、
お
そ
ら
く
は
不
可
避
か

つ
不
断
の
―
つ
ま
り
は
常
に
起
こ
ら
ざ
る
を
得
な
い
―
逸
脱
の

動
勢
自
体
を
特
徴
と
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と

は
ま
た
、
神
秘
主
義
が
元
来
「
神
秘
的
」
と
い
う
形
容
詞
の
名

詞
化
で
あ
っ
た
と
い
う
来
歴
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。m

ysticism
と
い
う
タ
ー
ム
よ
り
もM

ystik, m
ystique

と
い
う
形
容
詞
的
把

握
が
相
応
し
い
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
常
識
化
・
定
式
化
し

た
世
界
理
解
を
、
そ
の
根
源
に
向
け
て
、
但
し
そ
の
都
度
の
歴

史
的
状
況
に
応
じ
た
固
有
で
新
た
な
か
た
ち
を
採
っ
て
、
逸
脱
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し
て
い
く
よ
う
な
思
想
や
営
為
に
対
し
て
、
そ
れ
に
一
定
の
魅

力
と
理
解
不
能
性
を
同
時
に
感
知
す
る
者
が
賦
与
す
る
形
容
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
形
容
を
喚
起
す
る
現
象
が
歴
史
の

中
で
つ
ね
に
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
神
秘
主
義
」
と

い
う
言
葉
は
、
な
お
も
普
遍
的
な
使
用
価
値
を
有
す
る
か
も
し

れ
な
い

9

。Ⅱ ﹁ 

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
﹂
と
い
う
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
﹁
神
秘
主
義
﹂

き
わ
め
て
粗
い
把
握
で
は
あ
る
が
、
神
秘
主
義
と
い
う
語
彙

と
概
念
の
来
歴
を
前
節
の
よ
う
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、「
神
秘
主

義
」
な
る
も
の
が
優
れ
て
西
欧
近
代
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
こ

と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
神
秘
主
義
が
し
ば
し
ば
東

洋
的
な
も
の
と
解
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
の
発
想
の
支
配
下
に
完
全
に
収
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
。
前
節
で
は
、
神
秘
主
義
概
念
の
成
立
を

十
九
世
紀
西
欧
の
思
想
史
、
精
神
史
的
状
況
の
中
に
置
い
た
。

そ
れ
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
大
き
な
危
機
の
時
代
だ
っ
た
。
西

欧
社
会
全
体
は
、
既
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
は
言
え
な
い
も
の

と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
が
、
少
な
く
と
も

知
識
人
の
間
で
は
抗
し
が
た
い
力
を
持
つ
に
到
っ
て
い
た
し
、

社
会
制
度
自
体
も
教
会
の
支
配
を
急
速
に
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
。

ま
た
、
世
界
植
民
地
化
の
完
成
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外

の
諸
宗
教
の
価
値
が
否
応
な
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
そ
れ
が
、
近
代
西
欧
自
体
の
自
己
批
判
と
重
な
っ
て
、「
東

洋
的
」（
す
な
わ
ち
非
西
欧
近
代
的
）で
も
あ
る「
神
秘
主
義
」に
、

キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
宗
教
一
般
の
真
理
の
在
処
を
見
よ
う
と
す

る
志
向
を
生
ん
だ
―
お
お
ま
か
に
は
そ
の
よ
う
に
見
と
お
す
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
典
型
的
に
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
エ
ル
な
ど
に
始
ま
っ
て
、
上
記
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
オ
ッ
ト
ー
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
、
マ
リ
タ
ン
、
な
ど
、
神
秘
主
義
に
宗
教
の
最
も

大
き
な
可
能
性
を
見
よ
う
と
し
た
人
々
に
共
通
の
志
向
だ
っ
た

と
思
え
る
。

こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
但
し
、
こ
う
し
た
近
代
西
欧
起

源
の
発
想
の
無
効
性
を
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
何

ら
か
の
意
味
で
近
代
西
欧
的
で
あ
る
こ
と
は
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
」
―
「
宗
教(religion)

」
に
つ
い
て
の
「
世
界
ラ
テ

ン
化(m

ondialatinisation)

」（
デ
リ
ダ
）
―
の
完
成
し
た
現
代
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世
界
で
は
不
可
避
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
拒
否
す
べ
き
こ
と
で

も
な
い
。
諸
宗
教
に
通
有
の
「
神
秘
主
義
」
と
い
う
場
所
に
、

宗
教
の
現
代
的
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
営
み
は
、
今
日
で

も
魅
力
的
で
あ
り
う
る

0

。
な
れ
ば
こ
そ
、
日
本
を
含
む
「
東
洋
」

世
界
に
お
い
て
も
、
十
九
世
紀
後
半
以
来
の
近
代
化
以
降
は
、

同
時
代
の
西
欧
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
問
題
関
心
を
持
っ
て
神
秘

主
義
に
注
目
す
る
宗
教
的
思
想
家
が
輩
出
す
る
。
但
し
そ
の
際
、

西
欧
か
ら
み
て
神
秘
主
義
が
「
東
洋
的
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
東
洋
の
人
々
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の
伝
統
の
価
値
の
自

己
認
識
に
際
し
て
肯
定
的
に
作
用
す
る
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
。

西
洋
の
宗
教
伝
統
に
あ
る
神
秘
主
義
が
東
洋
的
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
神
秘
主
義
を
経
路
に
、
自
分
た
ち
の
伝
統
―
た
と
え
ば
仏

教
―
と
西
洋
思
想
を
何
ら
か
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。初
期
の
鈴
木
大
拙
が
、禅
を
欧
米
に
紹
介
す
る
に
際
し
て
、

し
ば
し
ば
「
神
秘
主
義
」
概
念
を
用
い
た
こ
と
は
一
つ
の
典
型

で
あ
る

a

。

こ
の
東
西
宗
教
交
流
学
会
自
体
も
、
あ
る
意
味
で
は
こ
の
よ

う
な
問
題
関
心
を
継
い
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
発
足
以
来
深
め
ら
れ
て
き
た
こ
の
学
会
の
議
論
が
、
二
十

世
紀
前
半
の
神
秘
主
義
を
巡
る
諸
理
論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

な
仕
方
で
、
神
秘
主
義
的
普
遍
宗
教
概
念
の
構
築
に
向
か
う
よ

う
な
も
の
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
神
秘
主
義
が
、
仮
に
、

自
ら
の
伝
統
の
「
根
源
に
向
け
て
の
逸
脱
」
と
い
っ
た
動
向
を

も
つ
も
の
と
し
て
も
、
当
の
箇
々
の
伝
統
自
体
の
理
解
が
ま
す

ま
す
多
様
に
な
り
、
あ
る
意
味
で
弱
体
化
な
い
し
曖
昧
化
し
、

一
方
で
は
人
類
の
宗
教
的
伝
統
の
複
数
性
の
認
識
も
い
っ
そ
う

進
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
的
・
宗
教
的
「
他
者
」
を
、

自
ら
が
依
拠
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
に
包
括
的
に
位
置

づ
け
る
よ
う
な
理
論
構
築
を
、（「
他
者
の
自
己
化
」
と
し
て
）

批
判
的
に
見
る
傾
向
も
広
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
現
状
認
識
を
前
提
し
つ
つ
、
以
下
で
は
、
こ
の
学

会
の
議
論
で
し
ば
し
ば
焦
点
と
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
、「
神

の
人
格
性
」
に
つ
い
て
、
敢
え
て
問
う
て
み
た
い
。
私
感
で
は
、

「
東
西
」
の
宗
教
伝
統
の
根
源
（「
へ
の
逸
脱
」
を
含
め
て
）
を

考
え
る
と
き
、
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
問
題
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
お
い
て
、
神
の
「
人ペ
ル
ソ
ナ格
性
」
と
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
な
ぜ
、
そ
れ
が
執
拗
に
主
張
さ
れ
、
神

学
的
な
い
し
宗
教
哲
学
的
思
索
の
原
動
力
と
な
り
続
け
て
い
る
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の
か
。と
く
に
そ
れ
が
、「
神
秘
主
義
」と
さ
れ
る
思
想
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
―
根
源
的
に
―
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
一

つ
の
姿
を
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
代
表
者

の
一
人
と
さ
れ
る
十
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ル
メ
ル
会
修
道
士
、

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ(Juan de la C

ruz, 1542–1591)

を
題
材
に
、
い

さ
さ
か
丁
寧
に
見
て
み
た
い
。

Ⅲ 

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
読
解

た
だ
し
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
主
義
な
い
し
神
秘
思
想

の
核
心
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
本
発
表
で
は
、
主
著
『
カ
ル
メ

ル
山
登
攀
』『
魂
の
暗
夜
』『
霊
の
讃
歌
』
等
で
は
な
く
、
彼
の

一
種
の
霊
的
箴
言
集
で
あ
る
『
光
と
愛
の
言
葉( D

ichos de Luz 

y A
m

or)

』
に
含
ま
れ
て
い
る
「
愛
に
捉
え
ら
れ
た
魂
の
祈
り

（O
ración de alm

a enam
orada

）」
と
い
う
小
さ
な
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
取
り
出
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
全
文
を
掲
げ
て
お
く

b

。

愛
に
捉
え
ら
れ
た
魂
の
祈
り

① 

主
よ
、
神
よ
、
我
が
恋
人
よ
！　

も
し
あ
な
た
が
、
そ
れ

で
も
私
の
諸
々
の
罪
を
思
い
起
こ
さ
れ
て
、
あ
な
た
に
こ
う

し
て
願
っ
て
い
る
こ
と
を
為
し
た
ま
わ
ぬ
の
で
し
た
ら
、
そ

れ
ら
の
罪
に
お
い
て
、
我
が
神
よ
、
あ
な
た
の
意
志
を
為
し

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
こ
と
こ
そ
私
が
何
よ
り
欲
す
る
こ
と
な

の
で
す
か
ら
。
そ
し
て
あ
な
た
の
善
き
性
と
御
憐
れ
み
を
あ

ら
わ
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
そ
う
す
れ
ば
、
ま
さ
に

そ
れ
ら
の
罪
に
お
い
て
あ
な
た
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
か
ら
。

② 

そ
し
て
も
し
も
、
あ
な
た
が
私
の
願
い
ご
と
を
私
に
叶
え

て
く
だ
さ
る
た
め
に
は
、
そ
の
手
だ
て
と
し
て
私
の
働
き
を

お
望
み
に
な
る
の
で
し
た
ら
、
あ
な
た
こ
そ
が
私
に
そ
れ
ら

の
働
き
を
与
え
て
下
さ
い
。
そ
し
て
私
に
そ
れ
ら
を
働
か
せ

て
下
さ
い
。
ま
た[

そ
の
こ
と
故
に]

あ
な
た
が
お
引
き
受
け

く
だ
さ
ら
ん
と
す
る
苦
し
み
を
も
。
そ
の
よ
う
に
な
り
ま
す

よ
う
に
。

③ 

で
す
が
私
の
側
の
働
き
す
ら
お
望
み
に
な
ら
ぬ
と
し
た

ら
、
い
っ
た
い
何
を
、
い
と
も
憐
れ
み
深
き
我
が
主
よ
、
あ

な
た
は
お
望
み
に
な
る
の
で
す
か
。
何
故
に
あ
な
た
は
、
待

た
せ
た
ま
う
の
で
す
か
。
と
い
う
の
も
、
も
し
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
私
が
あ
な
た
の
御
子
に
お
い
て
あ
な
た
に
願
う
こ
と
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が
、
恩
寵
と
御
憐
れ
み
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
な
ら
ば
、
私

の
小
さ
な
献
げ
も
の
を
お
受
と
り
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
は
そ

れ
を
欲
し
た
も
う
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
。
そ
し
て
私
に
、

そ
の
善
を
お
与
え
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
も
ま
た
、
そ
の
こ
と

を
欲
し
た
も
う
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
。」

④ 

い
っ
た
い
誰
が
、
己
れ
の
卑
き
あ
り
さ
ま
か
ら
、
そ
の
限

界
か
ら
、
自
ら
を
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
あ

な
た
が
、
あ
な
た
へ
と
、
愛
の
清
ら
か
さ
の
う
ち
へ
と
、
引

き
挙
げ
て
く
だ
さ
る
の
で
な
い
な
ら
ば
。
我
が
神
よ
。」

⑤ 

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
、
卑
き
に
生
ま
れ
育
っ
た
人

が
、
あ
な
た
へ
と
自
ら
を
引
き
挙
げ
て
い
け
る
で
し
ょ
う
か
。

も
し
あ
な
た
が
、
主
よ
、
そ
の
人
を
作
ら
れ
た
そ
の
御
手
を

以
て
彼
を
引
き
挙
げ
た
ま
う
の
で
な
い
と
し
た
ら
。

⑥ 

私
か
ら
取
り
去
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
、
我
が
神
よ
、
あ
な

た
の
御
子
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
一ひ
と
た
び度
私
に
お
与
え
く

だ
さ
っ
た
も
の
を
。
彼
に
お
い
て
こ
そ
、
あ
な
た
は
私
が
欲

す
る
す
べ
て
を
お
与
え
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
か
ら
。
そ
の
ゆ

え
に
私
は
喜
び
た
い
。
も
し
私
が
欲
す
る
な
ら
あ
な
た
は
待

た
せ
る
こ
と
な
ど
な
さ
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
。」

⑦ 

何
を
ぐ
ず
ぐ
ず
待
っ
て
い
る
の
だ
、
だ
か
ら
そ
れ
以
来
も

う
、
お
ま
え
の
真
心
か
ら
、
神
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
の
に

c

。」

⑧ 

数
多
の
天
は
私
の
も
の
、
そ
し
て
大
地
も
私
の
も
の
。
幾

多
の
民
も
私
の
も
の
。
義
し
き
人
も
私
の
も
の
、
罪
人
た
ち

も
私
の
も
の
。
諸
天
使
が
た
も
私
の
も
の
。
神
の
御
母
も
、

す
べ
て
の
も
の
は
、
私
の
も
の
。
そ
し
て
神
ご
自
身
も
私
の

も
の
、
私
の
た
め
。
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
が
私
の
も
の
で
、

す
べ
て
は
私
の
た
め
だ
か
ら
。

⑨ 

だ
か
ら
、
何
を
願
い
、
捜
し
て
い
る
の
だ
、
我
が
魂
よ
。

こ
の
す
べ
て
は
お
ま
え
の
も
の
で
、
す
べ
て
は
お
ま
え
の
た

め
な
の
に
。

⑩ 

お
ま
え
を
小
さ
な
も
の
に
す
る
な
。
御
父
の
机
か
ら
落
ち

て
く
る
小
銭

d

な
ど
気
に
と
め
る
な
。
外
に
出
て
、
お
ま
え
の

す
ば
ら
し
さ
ゆ
え
に
自
ら
を
讃
え
よ
。
そ
の
す
ば
ら
し
さ
の

う
ち
に
隠
れ
籠
も
り
、
楽
し
め
。
そ
う
す
れ
ば
、
お
ま
え
が

真
心
か
ら
願
う
も
の
は
み
な
、手
に
入
る
は
ず
な
の
だ
か
ら
。」

こ
の
「
祈
り
」
に
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
教
の

核
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
祈
り
と
い
う
、
人
格
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神
的
一
神
教
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
が
ら
の
本
質
に

つ
い
て
の
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
神
秘
主
義
的
」
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
理
解
が
、
そ
こ
に
は
読
み
と
れ
る
と
思
う
。
つ
ま

り
こ
れ
は
、
い
わ
ば
「
祈
り
論
」
と
し
て
の
祈
り
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
祈
り
の
果
て
に
開
か
れ
る
、
⑧
段

落
に
お
け
る
神
と
世
界
と
自
己
と
の
否
定
の
影
な
き
全
面
肯
定

の
表
明
は
、
た
し
か
に
尋
常
の
祈
り
の
言
葉
を
「
逸
脱
」
し
て

い
る
と
も
見
え
る
。
で
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
、
祈

り
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
以
下
、
テ
ク
ス
ト
に

沿
っ
て
逐
行
的
に
読
み
解
い
て
行
き
た
い
。

﹁
愛
に
捉
え
ら
れ
た
魂
﹂︵
タ
イ
ト
ル
︶

ま
ず
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
見
て
い
こ
う
。「
愛
に
捉
え
ら
れ
た

魂
」
と
訳
し
た“alm

a enam
orada”

は
、
普
通
の
日
本
語
な
ら

ば
「
恋
す
る
魂
」
と
し
て
も
よ
い
が
、
言
葉
の
構
造
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
な
ら
「
愛
せ
し
め
ら
れ
た
魂
」（
英
訳 “a soul taken 

w
ith love e”

）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
魂(alm

a)

」
は
、
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
の
語
彙
で
は
、
人
間
そ
の
も
の
を
言
う
。
そ
し
て
予

め
言
っ
て
お
け
ば
、
彼
に
と
っ
て
人
間
の
本
来
の
あ
り
方
と
は
、

「
神
へ
の
愛
に
捉
え
ら
れ
た
」
す
な
わ
ち
「
神
を
愛
せ
し
め
ら
れ

た
」
者
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は

人
間
を
、「
神
を
愛
せ
し
め
ら
れ
た
」
主
体
と
捉
え
て
い
る
。（
こ

こ
で
は
敢
え
て
「
主
体
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
お
く
。）
こ
れ

が
彼
の
人
間
論
の
根
本
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
つ
ま

り
人
間
を
「
神
を
愛
せ
し
め
ら
れ
た
主
体
」
と
し
て
捉
え
、
そ

の
あ
り
方
の
完
成
態
を
探
り
出
し
語
り
出
す
こ
と
が
、
こ
の
祈

り
の
読
解
の
言
わ
ば
結
論
に
も
な
る
。

﹁
祈
り
﹂

上
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
一
種
の
祈
り
論
と
も
な
っ
て
い
る

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
、
祈
り
と
は
、
神
に
対

し
て
、「
～
し
た
ま
え
」
と
何
事
か
を
「
請
い(pedir)

」、「
願

う(rogar)

」
と
い
う
形
式
を
取
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
祈
り
」

で
も
そ
の
構
文
は
保
た
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
請
わ

れ
る
何
事
か
は
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
か
た
ち
で
は
言
わ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
祈
り
で
は
、
魂
は
神
に
何
を
希
っ

て
い
る
の
か
、
一
見
定
か
で
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
「
祈
り
」

の
位
相
が
、
箇
々
の
事
実
の
地
平
で
の
願
い
事
に
あ
る
の
で
は
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な
く
、
よ
り
根
源
的
な
水
準
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
祈
り
論
で
も
あ
る
こ
の
「
祈
り
」
は
、
箇
々
の
具
体

的
な
事
柄
を
願
う
祈
り
の
本
質
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、
箇
々
の

祈
り
に
お
い
て
根
源
的
に
希
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
祈
り
と
な
っ
て
い
る
と
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

① 

段
落
：
罪
人
の
祈
り

さ
て
本
文
だ
が
、
便
宜
上
、
十
の
段
落
に
分
け
た
こ
の
「
祈

り
」
の
最
初
の
三
段
落
（
原
文
で
は
一
つ
の
段
落
）
で
は
、
祈

る
主
体
の
あ
り
方
と
し
て
三
つ
の
か
た
ち
が
区
別
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
①
段
落
で
は
、
祈
る
魂
は
自
ら
を
罪
人
と

し
て
、
つ
ま
り
罪
の
主
体
と
し
て
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
自
分

の
希
う
こ
と
が
叶
わ
な
い
こ
と
の
理
由
を
己
れ
の
罪
に
あ
る
と

す
る
。
罪
の
主
体
と
し
て
の
こ
の
魂
は
、
し
か
し
、
祈
る
こ

と
・
願
う
こ
と
自
体
は
断
念
し
な
い
し
、
断
念
で
き
な
い
。
彼

女
は
、
自
ら
の
請
う
こ
と
が
叶
わ
な
い
と
い
う
事
態
自
体
を
神

の
意
志
と
見
な
し
、
そ
の
実
現
を
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
懇
願
内

容
の
非
実
現
を
欲
す
る(quiero)

、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
上
で
更
に
、「
あ
な
た
の
善
性
と
御
憐
れ
み(tu bondad 

y m
isericordia)

」
を
あ
な
た
が
「
あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
る

(ejercita: 

作
動
さ
せ
る)

」
こ
と
を
な
お
も
願
う
。
つ
ま
り
彼
女

は
、
自
ら
の
「
罪
に
お
い
て
あ
な
た
が
〔
私
に
〕
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と(serás conocido en ellos)

」
を
こ
そ
願
う
の
で

あ
る
。
彼
女
の
希
い
の
水
準
は
、
か
く
て
、
箇
々
の
願
い
事
の

非
成
就
に
よ
っ
て
、
よ
り
根
源
的
な
と
こ
ろ
に
深
ま
っ
た
と
見

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
教
義
の
言
葉
で
言
う
な
ら
、
罪
の
自
覚
に
よ

る
逆
説
的
救
い
の
可
能
性
の
開
け
が
見
と
お
さ
れ
て
い
る
と
も

見
え
る
。

② 

段
落
：
善
人
︵
？
︶
の
祈
り

② 

段
落
で
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、「
業(obra)

」
に
よ
る
救

い
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
も
見
え
る
。
こ
こ
で
の
祈
り
の
主
体

は
、行
為
（
善
行
、あ
る
い
は
苦
行
）
す
る
主
体
で
あ
る
。
但
し
、

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
も
、
①
段
落
で
言
わ
れ
た

よ
う
な
罪
人
と
し
て
の
人
間
理
解
は
徹
底
し
て
い
る
の
で
、
自

分
が
善
行
を
為
す
と
し
て
も
そ
の
業
の
真
の
作
動
主
体
は
自
分

で
は
な
く
「
あ
な
た
（
神
）」
で
あ
る
。「
あ
な
た
こ
そ
が
私
に

そ
れ
ら
の
働
き
を
与
え(dám

elas tú)

」、「
あ
な
た
が
私
に
お
い
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て
（
＝
私
に
対
し
て

f

）
そ
れ
ら
を
働
か
せ
る(óbram

elas)

」
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
主
体
と
し
て
為
し
う
る
こ
と
は
、

そ
の
働
き
に
伴
う
か
も
し
れ
な
い
苦
し
み(penas)

を
受
け
取
り

苦
し
む
こ
と
だ
け
で
あ
る

g

。
か
く
て
、
こ
こ
で
も
魂
が
希
っ
て

い
る
こ
と
は
、
神
が
望
む(espera)

と
お
り
に
行
為
が
為
さ
れ
、

私
は
い
わ
ば
そ
の
「
手
だ
て(m

edia)

」
と
な
る
こ
と
、
ま
た
そ

の
業
に
伴
う
苦
し
み
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

③ 

段
落
：
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
願
う
祈
り

以
上
は
、
十
分
に
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
な
祈
り
と
言
え
る
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
祈
り
は
こ
う
し
た
水
準

に
も
留
ま
ら
な
い
。
留
ま
れ
な
い
。
③
段
落
で
言
わ
れ
、
希
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
更
に
根
源
的
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
は
、「
あ
な
た
の
御
子
に
お
い
て
願
う
」、
と
い
う
こ
と
が
明

言
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
祈
り
の
根
源
化
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
い
く
つ
か
の
モ
メ
ン
ト
を
指
摘
し
た
い
。

祈
り
の
時
間
性

ま
ず
、
上
の
①
と
②
の
か
た
ち
の
祈
り
を
経
て
、
魂
は
自
ら

の
願
い
事
が
な
お
も
叶
っ
て
＝
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
痛

切
に
嘆
く
。「
何
を
あ
な
た
は
お
望
み
に
な
る(qué esperas)

の
で
す
か
。
何
故
に
あ
な
た
は
待
た
せ
た
ま
う
の
で
す
か(te 

tardes)

。」
こ
こ
で
は
、
願
い
事
の
成
就
の
遅
滞
が
主
題
化
さ

れ
て
い
る
と
読
め
る
。
そ
れ
は
「
お
望
み
に
な
る
」
と
訳
し
た

esperar

と
い
う
動
詞
が
、「
期
待
・
待
望
す
る
」、さ
ら
に
「
待
つ
」

と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
の
効
果
で
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
逆
に
、

こ
の
祈
る
魂
に
よ
る
「
あ
な
た
は
な
ぜ
私
に
、
願
い
の
実
現
を

待
た
せ
る
の
か
」
と
の
問
い
か
け
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で「
待
た
せ
た
ま
う
」と
訳
し
て
み
たtardarse

は
、

直
訳
す
れ
ば
遅
延
す
る
、実
現
が
遅
れ
る
、と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
何
か
を
願
う
と
い
う
祈
り
の
行
為
が
も
つ
時
間
性
・

時
間
的
構
造
が
表
面
化
し
て
く
る
。
祈
り
と
は
元
来
、
現
在
に

実
現
し
て
い
な
い
何
か
が
未
来
に
実
現
す
る
こ
と
を
欲
す
る
、

と
い
う
言
葉
の
か
た
ち
を
し
て
い
た
。
し
か
る
に
十
字
架
の
ヨ

ハ
ネ
は
、
以
下
の
⑥
段
落
に
お
い
て
、
こ
の
構
造
自
体
を
根
源

か
ら
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

祈
り
の
二
重
化

ま
た
こ
の
③
段
落
で
は
、
こ
の
「
愛
せ
し
め
ら
れ
た
魂
」
が
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希
っ
て
い
る
こ
と
の
内
実
が
言
わ
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
、箇
々

の
願
い
事
で
は
な
く
し
て
、
願
い
が
あ
な
た
（
＝
神
）
に
よ
っ

て
成
就
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
が
希
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
の
で
あ
る
。「
結
局
の
と
こ
ろ(en fin)

、
私
が
あ
な

た
の
御
子
に
お
い
て(en tu H

ijo)

あ
な
た
に
願
う
こ
と
は
、
恩

寵
と
御
憐
れ
み(gracia y m

isericordia)

で
し
か
あ
り
え
な
い
」

と
言
わ
れ
る
。「
そ
の
善(ese bien)
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
、

魂
は
希
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
祈
り
は
、
具
体
的
な
願

い
事
の
成
就
／
非
成
就
の
水
準
を
は
っ
き
り
と
離
脱
す
る
。
祈

り
に
お
い
て
魂
が
希
う
こ
と
は
、
何
か
具
体
的
な
出
来
事
の
実

現
で
は
な
く
、
そ
の
実
現
に
お
い
て
も
非
実
現
に
お
い
て
も
、

そ
れ
を
願
う
私
に
あ
な
た
の
「
恩
寵
と
御
憐
れ
み
」
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
や
は
り
⑥
⑦
段
落

に
お
い
て
、「
魂
が
神
を
愛
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
だ
と
言
い

止
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

h

。

④ 

⑤ 

段
落
：
祈
り
の
転
調

世
界
脱
出
？
：
「
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
決
定
的
モ
メ
ン
ト
の

導
入
に
よ
っ
て
、
こ
の
祈
り
は
否
定
的
ト
ー
ン
か
ら
転
じ
て
全

面
的
に
肯
定
的
な
も
の
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
④
、
⑤

段
落
に
お
い
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
風
に
言
え
ば
「
現

世
逃
避
的
」
と
も
見
え
よ
う
モ
メ
ン
ト
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
側

面
を
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
教
な
い
し
神
秘
主
義
か

ら
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
世
に
あ
る
者
の
「
卑
き

あ
り
さ
ま
と
限
界
か
ら(de los m

odos y térm
inos bajos)

」、「
卑

き
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
、
育
て
ら
れ
た(engendrado y criado en 

bajeza)

」
人
間
が
、「
あ
な
た
へ
と
、
愛
の
清
ら
か
さ
の
う
ち

へ
と(en pureza de am

or)

」
登
っ
て
行
く(levantarse)

に
は
、

あ
な
た
が
引
き
挙
げ
て(levantar)

く
れ
る
他
は
な
い
、
と
魂
は

言
う
。「
卑
き
と
こ
ろ
か
ら
登
っ
て
い
く
、
引
き
挙
げ
ら
れ
る
」

と
い
っ
た
言
い
方
に
は
、
た
し
か
に
何
ら
か
現
世
離
脱
志
向
の

よ
う
な
も
の
が
感
知
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
無
の
博
士(doctor de 

nada)

」
と
も
称
さ
れ
る
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
教
説
に
、地
上
の
、

ま
た
天
上
の
諸
々
の
善
へ
執
着
の
徹
底
的
な
否
定
が
あ
る
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
箴
言
集
」
に
も
、
そ
う
し
た

こ
と
を
説
く
箴
言
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
誤
解
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
だ
が
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
否
定
の
途
は
、
こ
の

世
の
ま
た
天
上
の
諸
善
が
善
で
あ
る
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
も
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の
で
は
な
く
し
て
、「
神
御
自
身
」
で
は
な
い
か
ぎ
り
で
の
そ
れ

ら
に
魂
の
欲
求
（
愛
）
が
向
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
れ
故
に

神
御
自
身
へ
の
愛
か
ら
逸
れ
て
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
、
否
定

で
あ
る

i

。「
愛
の
清
ら
か
さ
」
と
は
、「
神
の
愛
」
で
あ
る
と
と

も
に
、
魂
が
神
に
対
し
て
も
つ
べ
き
―
す
な
わ
ち
自
分
自
身
を

含
め
て
神
な
ら
ざ
る
一
切
に
向
か
う
こ
と
の
な
い
―
愛
の
あ
り

よ
う
を
言
う
。

こ
の
④
、
⑤
段
落
に
お
け
る
、
い
わ
ば
自
力
努
力
の
無
効
の

確
認
、
お
よ
び
自
ら
の
「
自
然
的
＝
生
来
の
」
あ
り
方
の
卑
さ

へ
の
一
種
の
絶
望
―
こ
の
自
ら
の
卑
さ
の
徹
底
的
自
覚
が
い
わ

ゆ
る
「
魂
の
暗
夜
」
を
生
む
―
の
痛
切
な
表
明
を
経
て
、
こ
の

祈
り
は
転
調
す
る
。

⑥ 

段
落
：
願
い
が
成
就
し
て
い
る
者
の
祈
り

キ
リ
ス
ト
論
：
⑥
段
落
に
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス

ト
論
、
キ
リ
ス
ト
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は

私
に
、「
あ
な
た
の
御
一
人
子
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
一

度(una vez)

」、「
私
が
欲
す
る
す
べ
て(todo lo que quiero)

を
お
与
え
く
だ
さ
っ
た
」。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、「
一
度(una 

vez)

」
と
い
う
言
葉
の
含
意
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
哲
学
的

神
秘
思
想
に
は
往
々
に
し
て
神
は
語
ら
れ
る
け
れ
ど
も
キ
リ
ス

ト
が
欠
落
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
お
い
て
も
、
主
著
群
で
は
キ
リ
ス
ト
は
あ
ま

り
言
及
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』
に
は
彼
の

キ
リ
ス
ト
理
解
を
示
す
決
定
的
な
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
等
の
神
秘
体
験
を
今
に
求
め
る
こ
と
の
批

判
が
語
ら
れ
る
箇
所
だ
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

神
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
人
が
知
る
べ
き
こ
と
、

得
る
べ
き
も
の
は
す
べ
て
、
た
だ
一
度
、
決
定
的
に
与
え
尽
く

し
た
、
従
っ
て
、
い
ま
な
お
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
以
外
の
何
か
を

求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
神
の
子
に
再
び
の
受
難
を
強
い
る

よ
う
な
も
の
だ
、
と
い
っ
た
論
で
あ
る

j

。
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
に

お
い
て
知
る
べ
き
こ
と
と
は
、
神
は
自
分
を
愛
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
得
る
べ
き
こ
と
と
は
、
そ
の
神
の
愛
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
を
信
じ

る
こ
と
と
は
、
自
ら
を
神
の
愛
さ
れ
人(“am

ada”)

と
し
て
自
認

し
、
神
の
愛
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
十
字
架
の
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ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
中
心
主
義
で
あ
る
。

請
う
祈
り
の
解
体

従
っ
て
、
祈
り
に
お
い
て
「
新
た
に
」、
現
在
未
だ
実
現
し
て

い
な
い
何
ご
と
か
の
未
来
に
お
け
る
実
現
を
請
い
願
う
と
い
う

こ
と
―
上
記
の
祈
り
の
時
間
性
―
は
、
本
来
あ
り
え
な
い
は
ず

と
な
る
だ
ろ
う
。
魂
が
願
う
に
値
す
る
こ
と
は
、
過
去
に
お
い

て
既
に
与
え
ら
れ
、
現
に
成
就
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
か
く
て
、

続
く
⑦
段
落
で
は
っ
き
り
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
祈
り
の
時
間
構

造
は
い
わ
ば
終
末
論
的
に
変
容
す
る
。
願
い
は
既
に
与
え
ら
れ

て
あ
る
も
の
を
願
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
実
現
の
遅
延(tardarse)

は
も
は
や
あ
り
得
な
い
。
で
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
私
に
既

に
与
え
ら
れ
て
い
る
「
私
が
欲
す
る
す
べ
て
」
と
は
何
か
。
そ

の
こ
と
も
、
続
く
⑦
段
落
で
明
言
さ
れ
る
。

⑦ 

段
落
：
自
ら
に
︵
人
々
に
︶
呼
び
か
け
る
祈
り

言
葉
の
志
向
の
逆
転
：
こ
の
「
祈
り
」
の
結
び
の
よ
う
に
し

て
（
改
行
を
経
て
）
言
わ
れ
る
⑦
段
落
の
言
葉
で
は
、
か
く
て
、

言
葉
の
志
向
自
体
が
転
回
し
て
い
る
。そ
れ
ま
で
の
言
葉
は
、「
愛

せ
し
め
ら
れ
た
魂
」
が
、「
我
が
愛
す
る
御
方(A

m
ado m

ío)

」

な
る
神
を
「
あ
な
た
」
と
し
て
呼
び
か
け
語
り
か
け
て
い
た
の

だ
が
、
こ
の
段
落
の
言
葉
は
、
魂
が
彼
女
自
身
に
呼
び
か
け
る

も
の
で
あ
る

k

。「
お
ま
え
は
何
を
ぐ
ず
ぐ
ず
待
っ
て
い
る
の
だ

(C
on qué dilaciones esperas)

。」
つ
ま
り
願
い
事
の
実
現
を
遅

ら
せ
て
い
る
の
は
、
神
で
は
な
く
、
魂
の
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

人
の
願
い
へ
の
神
か
ら
の
応
え
は
既
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
の
だ

か
ら
。
未
来
に
願
う
べ
き
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

そ
の
上
で
、
そ
の
魂
が
、
箇
々
の
出
来
事
の
水
準
を
貫
い

て
、
祈
り
の
根
源
に
お
い
て
希
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
た
め

て
明
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
神
を
お
ま
え
の
真
心
か
ら(en tu 

corazón)

愛
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
私
は
「
そ
れ
以
来
も
う
、

遅
滞
な
く
・
い
ま
直
ち
に(desde luego)

」、「
真
心
か
ら
神
を

愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で

あ
っ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト

教
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
と
は
、「
卑
き
」
本
性
を
も
ち
「
罪

人
」
で
も
あ
ろ
う
人
が
、
そ
れ
で
も
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
知
り
神
を
愛
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
、
神
へ
の
愛
の
可
能

根
拠
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
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言
わ
れ
ざ
る
神
秘
体
験
？

④
段
落
ま
で
の
否
定
的
ト
ー
ン
―
そ
こ
で
は
、
希
わ
れ
る
も

の
は
何
ら
か
不
在
の
相
の
も
と
に
語
ら
れ
、
激
し
く
求
め
ら
れ

て
い
る
―
か
ら
、
⑤
段
落
以
降
の
肯
定
的
歓
喜
―
そ
こ
で
は
希

わ
れ
て
い
た
も
の
が
既
に
現
在
し
、
与
え
ら
れ
て
あ
る
も
の
と

し
て
受
け
取
ら
れ
、
魂
の
渇
え
は
満
た
さ
れ
る
―
へ
の
、
い
わ

ば
突
然
の
転
調
、
何
ら
か
飛
躍
と
も
感
じ
ら
れ
る
転
換
は
、
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
に
特
徴
的
な
リ
ズ
ム
で
あ
る

l

。
こ

の
飛
躍
的
転
換
は
、
教
義
的
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
（
へ
の

信
仰
）
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
箇
々
の
魂
に
お

い
て
実
際
に
成
る
に
際
し
て
は
、
何
ら
か
の
神
秘
体
験
の
よ
う

な
契
機
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

箴
言
集
に
は
現
れ
な
い
が
、
主
著
群
に
特
徴
的
な
「
魂
の
本
体

へ
の
神
の
接
触
」
と
い
っ
た
語
彙
は
そ
れ
を
示
唆
し
て
も
い
る

m
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ

ス
ト
教
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
体
験
的
契
機
は
本
質
的
と
は
言

え
な
い
。
本
質
的
で
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
転
換
を
経
て
魂
が

到
達
す
る
い
わ
ば
境
地
で
あ
る
。
そ
の
境
地
の
叙
述
が
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
主
義
の
本
来
の
領
分
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
、

次
の
⑧
段
落
に
端
的
な
か
た
ち
で
言
語
化
さ
れ
て
い
る
。

⑧ 

段
落
：
﹁
愛
に
捉
え
ら
れ
た
魂
﹂
の
境
涯

全
て
の
肯
定
：
「
数
多
の
天
は
私
の
も
の(M

íos son los 

cielos)

」
で
始
ま
る
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
詩
文
で
も
あ
る
一
節
に

つ
い
て

n

、
逐
一
解
説
め
い
た
文
言
を
付
す
る
の
は
、
ま
さ
に
「
野

暮
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
い
く
つ
か
の
点
を
押

さ
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
、
諸
国
民(gentes)

―

「
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
」
と
も
読
め
る
―
や
罪
人
や
天
使
を
含

め
、
一
切
が
「
私
の
も
の(m

íos, m
ías, m

ío, m
ía)

」、「
私
の
た

め(para m
í)

」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世
界
が
こ
の
よ
う

に
あ
る
こ
と
の
、
全
面
的
肯
定
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
全
て
が
あ

り
の
ま
ま
に
―
多
く
の
罪
人
も
含
め
て
―
肯
定
さ
れ
る
。
そ
こ

に
は
、
上
述
し
た
現
世
拒
否
の
影
は
ま
っ
た
く
な
い
。
神
を
愛

す
る
こ
と
は
、
世
界
の
外
部
の
（
？
）
神
の
居
場
所
へ
と
飛
翔

し
去
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
世
界
が
、
神
を
愛
す
る
場
所
で

あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
世
界
」
と
は
区
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
「
神
御
自
身
」
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も
「
私
の
も
の
、
私
の
た
め
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
私
の
～
」

と
い
う
属
格
・
所
有
格
の
意
味
、「
～
の
た
め
」
と
い
う
目
的
前

置
詞
の
意
味
は
、
た
し
か
に
尋
常
の
理
解
を
越
え
る
と
こ
ろ
が

あ
ろ
う
が

o

、
こ
の
言
葉
を
言
う
魂
が
、「
神
を
愛
せ
し
め
ら
れ
て

い
る
魂
」
で
あ
る
以
上
、
神
と
魂
の
間
の
所
有
格
、
目
的
前
置

詞(para)

を
以
て
言
わ
れ
る
関
係
は
、「
愛
し
合
う
ふ
た
り
」
の

間
に
成
立
す
る
そ
れ
に
準
え
て
理
解
す
る
の
が
最
も
相
応
し
い

の
だ
ろ
う
。『
霊
の
讃
歌
』『
愛
の
生
け
る
炎
』
と
い
う
二
つ
の

著
書
で
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
そ
の
内
実
を
詳
細
に
語
ろ
う
と

し
て
い
る
。

⑨ 

段
落
：
自
ら
に
︵
人
々
に
︶
呼
び
か
け
る
言
葉  

 
(bis)

⑦ 

段
落
と
同
様
の
か
た
ち
で
、
魂
は
再
び
あ
ら
ゆ
る
願
い

の
成
就
し
て
い
る
こ
と
を
自
ら
に
呼
び
か
け
る
。
な
お
確
認
し

て
お
け
ば
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
「
す
べ
て(todo)

」

の
所
有
は
す
べ
て
の
放
棄
と
相
即
的
で
あ
る
。「
全
に
し
て
無

(todo y nada)

」
が
彼
の
教
説
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る

p

。

⑩ 

段
落
：
人
間
の
可
能
性
と
栄
光

　

さ
い
ご
の
⑩
段
落
は
、
字
義
的
に
は
誇
大
妄
想
に
も
見
え

よ
う
言
い
方
で
、
神
を
愛
す
る
主
体
の
「
栄
光(gloria)

」
が
宣

言
さ
れ
て
い
る
。
極
端
に
逸
脱
し
た
言
い
方
に
見
え
る
が
、
お

そ
ら
く
、
人
間
の
可
能
性
を
常
識
的
な
水
準
に
収
め
て
し
ま
う

よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
と
こ
ろ
に
神
秘
主
義
の
過
激
さ
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
の
祈
り
を
神
秘
主
義
的
と
形
容
し
て
も
よ
い
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、「
お
ま
え
が
真
心
か
ら
願
う
も
の(las 

peticiones de tu corazón)

は
み
な
手
に
入
る
は
ず
」
と
い
う
断

言
は
、
真
心
か
ら
願
う
も
の
が
根
源
的
に
は
「
神
を
愛
す
る
こ

と
」
以
外
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
世
界
の
事
柄
の
何
ご
と
に
際

し
て
て
も
、
そ
の
願
い
が
た
だ
ち
に
実
現
す
る
、
既
に
実
現
し

て
い
る
と
観
ず
る
境
地
は
、
あ
な
が
ち
想
定
不
能
な
も
の
で
は

あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
何
か
大
仰
な
感
動
を

伴
う
も
の
で
は
な
い
、
平
静
で
安
ら
い
だ
魂
の
あ
り
方
で
も
あ

る
q

。
そ
の
水
準
は
、
箇
々
の
事
実
の
成
否
に
一
喜
一
憂
す
る
地

平
か
ら
は
「
隠
れ
秘
め
ら
れ
た
」(“escóndete”)

、
憂
い
の
波
も

届
か
な
い
水
準
で
あ
り
続
け
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
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以
上
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
小
さ
な
テ
ク
ス
ト
を
私
な
り
に

読
み
解
こ
う
と
し
て
き
た
。
私
感
で
は
、
こ
の
「
祈
り
」
は
、

彼
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
髄
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
見
え
る
。

そ
う
取
っ
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
、
本
稿
前
節
で
提
出
し
た
「
神

の
人
格
性
」
を
巡
る
問
題
系
に
立
ち
返
っ
て
、
十
字
架
の
ヨ
ハ

ネ
の
神
秘
主
義
の
「
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
的
」
性
格
の
所
在
を
さ

い
ご
に
い
さ
さ
か
論
じ
て
み
た
い
。

本
節
で
は
、
は
じ
め
に
、「
神
を
愛
せ
し
め
ら
れ
た
魂
」
を
、

人
間
の
主
体
性
の
一
つ
の
把
握
と
し
て
捉
え
て
お
い
た
。
十
字

架
の
ヨ
ハ
ネ
の
根
本
的
人
間
理
解
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
し
て
、
こ
の
祈
り
を
読
み
解
い
て
み
た
。
そ
し
て
、
こ
の
祈

り
の
い
わ
ば
展
開
を
、
祈
る
人
間
の
主
体
の
あ
り
か
た
の
一
種

の
深
化
の
過
程
と
し
て
捉
え
て
み
た
。
深
化
と
い
う
こ
と
は
、

変
遷
・
遍
歴
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。
そ
れ
は
、
同
一
の
主
体

の
あ
り
方
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
但
し
根
源
の
方
向
に
向
か
う
諸

位
相
が
順
次
顕
在
化
す
る
、
な
い
し
発
見
さ
れ
て
い
く
過
程
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
す
べ
て
は
私
の
も
の
、
私
の
た
め
」
と
発

話
す
る
主
体
は
、
同
時
に
罪
を
為
す
主
体
で
あ
り
、
ま
た
自

ら
に
お
い
て
神
が
善
行
を
為
す
こ
と
を
願
う
主
体
で
あ
り
続
け

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
性
を
同
時
に
並
立
さ
せ
う
る
者
と
し
て
、

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
人
間
を
捉
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

し
か
し
、彼
に
と
っ
て
、そ
の
最
も
根
源
的
な
人
間
理
解
は
、「
神

を
愛
せ
し
め
ら
れ
た
主
体
」
だ
っ
た
。
こ
の
神
へ
の
欲
望
、「
神

へ
の
愛(am

or de D
ios)

」
を
欠
い
て
は
、
彼
の
神
秘
主
義
も
キ

リ
ス
ト
教
も
成
立
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で

「
神
御
自
身
」
を
、
愛
す
る
と
い
う
動
詞
の
対
格
に
据
え
て
愛
す

る
愛
で
あ
り
、
神
を
「
あ
な
た
」
と
い
う
二
人
称
単
数
の
人
称

性
言
語
で
捉
え
る
言
語
系
に
よ
っ
て
最
も
相
応
し
く
言
語
化
さ

れ
る
愛
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
こ
と
が
人
間
に
可
能
で
あ

る
こ
と
の
根
拠
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
で
あ
る

r

。

こ
の
よ
う
な
根
本
的
人
間
理
解
を
基
点
と
す
る
限
り
、「
神（
絶

対
）」
は
「
人ペ
ル
ソ
ナ格
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
の
根
源
的
あ
り

方
を
、「
愛
さ
れ
・
愛
せ
し
め
ら
れ
る
主
体
」
と
し
て
、即
ち
「（
愛

す
る
）
汝
と
関
わ
る
（
愛
す
る
）
我
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
上
の
「
祈
り
」
に
お
い
て
も
、「
あ
な

た
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
「
神
御
自
身
」
は
、
世
界
の
中
に
は

顕
れ
な
い
。『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』
で
言
及
さ
れ
る
「
神
（
自
身
）

の
観
念
」、
す
な
わ
ち
「
暗
く
、
漠
然
と
し
た
、
全
て
を
お
お
う
、
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愛
の
し
み
通
っ
た
観
念

s

」
と
は
、
む
し
ろ
「
あ
ら
ゆ
る
観
念
の

無
（
い
こ
と
）」
で
あ
り
、あ
る
い
は
「
無
の
観
念
」
に
見
え
る
。

し
か
し
そ
の
「
観
念
の
無
さ
」
は
、
た
ん
な
る
空
虚
で
は
な
く

し
て
、
―
い
わ
ば
「
無
相
の
神
」
と
し
て
―
魂
の
最
も
深
い
と

こ
ろ
に
「
触
れ
て
」
来
る
。
さ
ら
に
は
「
闇
の
光
線
」
と
し
て

私
を
「
襲
っ
て
」
く
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
お
い
て
は
、
無

さ
え
も
人
格
化
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。「
神
ご
自

身
」
を
求
め
る
「
私
」
が
人ペ
ル
ソ
ナ格
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
神
の

観
念
の
無
さ
、
す
な
わ
ち
神
の
顕
れ
の
無
さ
自
体
は
人
格(

ペ

ル
ソ
ナ)

と
な
る
、
と
言
え
よ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
無
相
の
汝

と
し
て
の
神
を
真
心
か
ら
愛
す
る
こ
と
の
中
で
こ
そ
、
上
に
見

た
祈
り
に
あ
る
よ
う
な
、
顕
れ
る
世
界
一
切
の
全
面
的
肯
定
が

な
さ
れ
う
る
、
と
い
う
の
が
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
主
義
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
人
間
理
解
以
外
の
根
源
的
人
間

理
解
は
い
く
つ
も
あ
り
う
る
。
本
稿
第
Ⅰ
節
に
見
た
よ
う
に
、

十
九
世
紀
以
来
の
比
較
宗
教
学
、
文
化
人
類
学
は
、
西
欧
以
外

の
諸
伝
統
に
お
い
て
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
理
解
と
は

大
き
く
異
な
る
人
間
理
解
を
発
見
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
、「
神

秘
主
義
」
の
名
の
も
と
に
で
あ
れ
、
単
一
の
人
間
理
解
に
収
斂

さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
必
要
な
こ
と
と
も
思
わ
れ

な
い
。
自
ら
が
属
す
る
宗
教
伝
統
―
「
宗
教
」
に
限
る
必
要
は

な
い
だ
ろ
う
が
―
の
「
根
源
へ
の
逸
脱
」
と
い
う
こ
と
を
以
て

神
秘
主
義
の
特
徴
と
見
る
な
ら
ば
、
人
類
の
宗
教
伝
統
の
多
様

性
に
応
じ
て
、
ま
た
多
様
な
逸
脱
の
仕
方
に
応
じ
て
、
多
様
な

神
秘
主
義
が
あ
り
う
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
人
間

の
―
常
規
を
逸
脱
し
た
か
に
見
え
る
に
せ
よ
―
可
能
性
の
発
見

な
い
し
開
示
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
人
間
に
は
な
お
も
知
ら
れ
ざ

る
（
宗
教
的
）
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
の
承

認
が
、
Ⅱ
節
に
略
述
し
た
よ
う
な
現
代
の
状
況
下
で
の
神
秘
主

義
を
巡
る
宗
教
対
話
の
条
件
で
あ
ろ
う
。

註

1
 

こ
れ
は
、
近
年
の
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
」
的
問
題
意
識

を
反
映
す
る
も
の
と
言
え
る
が
、
私
自
身
は
、
私
の
西
欧

神
秘
主
義
研
究
の
導
き
の
星
だ
っ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ

ル
ト
ー
の
仕
事
に
大
き
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
。C

f.M
ichel 

de C
erteau (1925-1986), Fable m

ystique: XV
Ie-XV

IIe siècle, 
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G
allim

ard, 1981.

2
  

M
ichel de C

erteau, “H
istoricités m

ystiques”, Recherches de 

Sciences Religieuses, vol.73 (1985), pp.325–54.

3
 

セ
ル
ト
ー
の
神
秘
主
義
把
握
も
、
神
秘
家
と
さ
れ
る
人
の

叙
述
や
行
動
の
ス
タ
イ
ル
、
や
り
方—

m
odus loquendi, 

m
odus agenda—

に
、
そ
の
特
質
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
だ

っ
た
。C

f. C
erteau, op.cit., art.cit.

4
 

W
illiam

 Jam
es, Varieties of Religious Experience, 1901, lecture 

16.  

二
十
世
紀
の
劈
頭
に
刊
行
さ
れ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
こ
の

名
著
は
、
以
後
一
世
紀
間
の
「
神
秘
主
義
」
研
究
を
大
き

く
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

5
 

神
秘
主
義
を
論
ず
る
際
に
今
日
で
も
頻
繁
に
持
ち
込
ま
れ

る
こ
の“experience”

な
る
概
念
は
、
し
か
し
極
め
て
多
義

的
で
問
題
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
い
わ
ゆ

る
「
暫
時
的(transient)

」
な
、「
変
成
意
識
状
態(A

ltered 

States of C
onsciousness)

」
に
も
回
収
さ
れ
か
ね
な
い
稀
少

で
特
殊
な
「
体
験
」
の
方
向
と
、
各
人
の
「
人
生
」
の
経

歴
の
す
べ
て
を
込
め
た
、
そ
の
人
固
有
の
「
生
」
の
内
奥

の
真
実
の
水
準
に
ま
で
深
化
す
る
方
向
を
含
ん
で
多
義

的
・
多
層
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
反
形
而
上

学
と
し
て
の
経
験
論
哲
学
が
、「
経
験
」
を
す
べ
て
の
真

理
の
基
底
に
据
え
よ
う
と
す
る
際
の
用
法
を
除
い
て
も
、

で
あ
る
。C

f. Jean-Yves Lacoste, “Tém
oignage m

ystique et 

expérience philosophique”, in Philippe C
apelle (ed.), Expérience 

philosophique et expérience m
ystique, C

erf, 2005, pp.301-321.

上

田
閑
照
は
、
と
く
に
宗
教
的
生
に
お
け
る
「
経
験
」
の
意

義
を
最
も
深
く
反
省
し
て
い
る
。C

f.

『
経
験
と
場
所
』、

岩
波
現
代
文
庫
、2007

、
他
。

6
  

中
世
後
期
ま
で
は
、「
神
秘
神
学(theologia m

ystica)

」
は
、

擬
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ス
の
同
名
の
著

作
、
な
い
し
そ
の
註
解
に
よ
っ
て
探
究
さ
れ
る
神
と
の
否

定
神
学
的
な
関
わ
り
（「
観
想
」）
そ
の
も
の
を
指
す
の
が

専
ら
だ
っ
た
。
こ
れ
が
、「
聖
書
（
実
証
）
神
学
」「
司
牧

神
学
」
等
と
並
ぶ
神
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
く
の

は
概
ね
近
世
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

7
 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、Pierre Poiret, La Théologie réelle, 

1700; G
ottfried A

rnold, U
nparteiische K

irchen- und Ketzer 

H
istorie, 1703.
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ち
『
光
と
愛
の
言
葉
』
と
題
さ
れ
た
七
九
の
ア
フ
ォ
リ
ズ

ム
か
ら
な
る
「
箴
言
集
」
に
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
自

筆
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
自
筆
本
の
写
真
版
に

現
代
綴
り
に
よ
る
活
字
化
を
付
し
た
、Edición facsim

ile de 

los D
IC

H
O

S D
E LU

Z Y
 A

M
O

R
 escritos por SA

N
 JU

A
N

 D
E LA

 C
RU

Z:, 

Presentación y textos: Tom
ás Á

lvarez, Valentin de la C
ruz, 

Editorial La O
LM

ED
A

, Burgos, n.d.(1991?)

に
拠
っ
た
。
但
し
、

以
下
の
説
明
の
便
宜
上
、
原
文
に
は
な
い
改
行
を
適
宜
施

し
、
各
段
落
に
番
号
を
付
し
た
。
自
筆
テ
ク
ス
ト
で
の
改

行
箇
所
は
「
」」
で
示
し
た
。「
」」」
は
一
つ
の
箴
言
の
終

わ
り
を
示
す
。
文
中
に
掲
げ
た
ス
ペ
イ
ン
語
は
現
代
語
綴

り
に
変
え
て
い
る
。

c
 

自
筆
本
で
は
こ
こ
で
「
愛
に
捉
え
ら
れ
た
魂
の
祈
り
」
と

題
さ
れ
た
箴
言
が
終
わ
り
、
以
下
は
別
の
箴
言
と
な
っ
て

い
る
が
、
現
行
の
多
く
の
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
著
作
集
で
は
、

続
く
箴
言
を
一
連
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
内
容
上
、

続
け
て
読
む
の
が
相
応
し
い
か
ら
で
あ
る
。
単
な
る
箴
言

集
と
い
う
よ
り
も
、
ゆ
る
や
か
だ
が
一
貫
し
た
構
成
な
し

で
編
ま
れ
た
「
作
品
」
と
見
ら
れ
る
『
光
と
愛
の
言
葉
』

8
 

cf. Richard K
ing, O

rientalism
 and Religion: Postcolonial Theory, 

India and The M
ystic East, Routledge, 1999.

9
 

付
言
す
れ
ば
、
神
秘
家
に
は
、「
逸
脱
」
の
果
て
に
構
築
し

た
自
ら
の
理
論
や
教
説
に
固
着
滞
留
す
る
こ
と
が
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
。
自
ら
の
う
ち
た
て
た
理
論
や
制
度
を
も「
さ

ら
に
根
源
に
向
け
て
」
離
脱
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
神
秘

主
義
特
有
の
「
ス
タ
イ
ル
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。C

f. 

C
erteau, op.cit.

0
 

C
f. Raim

undo Panikkar, D
e la M

ística: Experiencia plena de 

la V
ida, H

erder, Barcelona, 2005.

a
 

但
し
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
年
の
大
拙
は
、
禅
は

神
秘
主
義
で
は
な
い
、
と
明
言
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

は
、
近
代
西
欧
的
な
神
秘
主
義
概
念
を
介
し
て
禅
を
欧
米

に
紹
介
す
る
段
階
が
ほ
ぼ
終
わ
り
、
禅
の
よ
り
正
確
な
解

説
を
意
図
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。C

f.

拙

稿
「
鈴
木
大
拙
の
「
疲
れ
」」『
鈴
木
大
拙
全
集　

月
報
21
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
五
ー
八
頁
。

b
 

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
、
お
も
に
修
道
生
活
の
指
針
や
心
構

え
を
記
し
た
多
く
の
「
箴
言
」
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
う



28 

苦
し
み
も
（
私
に
与
え
て
く
だ
さ
い
）」
と
解
し
て
お
く
。

願
い
事
の
実
現
の
た
め
に
「
あ
な
た
（
神
）」
が
敢
え
て
苦

し
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
苦
し
み
も
私
に
（
あ
な
た
に
代

わ
っ
て
）
与
え
て
く
だ
さ
い
、「
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
な
り

ま
す
よ
う
に(y hágase)

」
と
の
意
で
あ
る
。

h
 

そ
の
た
め
に
魂
が
捧
げ
る“cornadillo”

（
賽
銭
用
の
価
値
の

小
さ
な
硬
貨
）
と
は
、
こ
の
祈
り
自
体
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

i
 

Cf. 

箴
言
五
四
「
こ
の
こ
と
を
よ
く
見
て
取
る
よ
う
に
。
神

は
接
近
不
能(inacesible)

な
の
だ
か
ら
、
お
ま
え
の
も
つ
諸

能
力
が
把
握
で
き
、
お
ま
え
の
も
つ
感
覚
が
感
知
で
き
る

限
り
の
も
の
に
停
止
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
お

ま
え
が
神
以
下
の
も
の
で
満
足
し
て
し
ま
い
、
お
ま
え
の

魂
が
神
に
向
か
い
行
く
の
に
相
応
し
い
軽
や
か
さ
を
失
く

し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。」

j
 

『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』
第
二
部
第
二
十
二
章
。

k
 

こ
の
祈
り
も
含
め
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
多
く
の
「
箴
言
」

は
、「
私
」
が
「
あ
な
た
」
に
呼
び
か
け
・
語
り
か
け
る
形

式
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、「
私
」「
あ
な
た
」
の
指
示

対
象
は
し
ば
し
ば
多
義
的
で
あ
る
。
こ
の
一
文
で
も
、
呼

に
お
い
て
は
、
一
群
の
箴
言
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
意
味
を

担
っ
て
い
る
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
西
仏
対
訳
版

(Jean de la C
roix, Les D

its de Lum
ière et d’A

m
our/ D

ichos 

de Luz y A
m

or suivi des D
egrés de perfection/ G

rados de 

perfección, éd. Bernard Sesé, Les C
ahiers O

bsidiane, Paris, 

1985)

に
寄
せ
ら
れ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
の
濃
密

な
「
序
論(Préface)(pp.13-21)

」
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の

作
品
と
し
て
の
統
一
性
や
特
質
を
繊
細
か
つ
鋭
利
に
読
み

解
い
て
い
る
。

d
 

「
食
卓
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
食
べ
屑
（
？
）」C

f. M
t.15,27.

e
 

The C
ollected W

orks of Saint John of the C
ross, tr. by K

. 

K
avanaough and O

. Rodriguez, IC
S Pub., W

ashington D
.C

., 

1991.

f
 

“óbram
elas”

と
い
う
言
い
方
の
「
私
に(m

e)

」
と
い
う
与
格

に
は
、「
私
に
お
い
て
」「
私
に
た
い
し
て
」「
私
の
た
め
に
」

と
い
っ
た
諸
義
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

g
 

原
文(“y las penas que tú quisieres aceptar”)

の
解
釈
に
は
難

し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
ま
た
そ
の
故
に
あ

な
た
が
甘
ん
じ
て
お
引
き
受
け
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
ろ
う
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て
い
く
こ
と
に
な
る
。

m
 

C
f.

拙
著
『
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
研
究
』（
創
文
社
、2000

）

第
Ⅱ
部
第
三
章
、
第
Ⅲ
部
第
二
章
。

n
 

こ
の
箴
言
集
は
「
光
と
愛
の
言
葉(dichos)

」
と
題
さ
れ
て

い
る
。“dichos”

と
い
う
ス
ペ
イ
ン
語
に
は
豊
か
な
含
意
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
見
事
に
言
わ
れ
た
言
葉
」
と
い
っ

た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
そ
れ
は
言
葉
と
し
て
結
晶
し
て

お
り
、
詩
の
言
葉
に
も
近
づ
く
。
こ
の
部
分
も
含
め
、
彼

の
「
箴
言(dicho)

」
の
多
く
は
、
ま
た
そ
の
連
鎖
は
、
明

ら
か
な
音
楽
的
効
果
を
有
し
て
い
る
。C

f. M
. de C

erteau, 

“Préface”, pp. 131–4; 20–21.

o
 

尋
常
の
理
解
を
超
え
る
力
あ
る
言
葉
は
、
そ
れ
を
巡
る
さ

ま
ざ
ま
な
瞑
想
を
喚
起
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
い
く

つ
か
の
視
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
の「
私
の
も
の
」が
、

「
私
の
も
の
で
あ
っ
て
他
人
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
っ
た

含
意
を
一
切
も
た
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、

神
と
世
界
の
一
切
が
「
結
局
私
（
ひ
と
り
）
の
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
感
懐
は
、
東
西
の
宗
教
文
献
に
ま

ま
見
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
祈
り
」
も
そ
れ
に
類

び
か
け
ら
れ
て
い
る
「
あ
な
た
」
は
、
当
の
魂
自
身
と
も

取
れ
る
が
、
ヨ
ハ
ネ
が
こ
の
箴
言
集
を
与
え
た
弟
子
（
た

ち
）、
ひ
い
て
は
読
者
一
般
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
。

l
 

『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』
の
文
脈
で
は
、「
神
御
自
身
」
に
つ

い
て
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
的
把
捉
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
る
極
限
で
、
そ
の
観
念
的
把
捉
の
不
可
能
性
自
体

が
、「
暗
く
、
漠
然
と
し
た
、
全
て
を
お
お
う
、
愛
の
し

み
通
っ
た
観
念(noticia oscura, confusa, general y am

orosa)

」

と
し
て
の
「
神
ご
自
身
の
観
念
」
に
転
ず
る
。
そ
れ
は
さ

ら
に
、「
魂
の
本
体
に
お
け
る
神
の
接
触(toque de D

ios en 

el sustancia del alm
a)

」と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。『
魂
の
暗
夜
』

の
文
脈
で
は
、
自
己
の
悲
惨
さ
に
つ
い
て
の
絶
望
の
極
致

に
お
い
て
、
そ
の
絶
望
の
根
拠
と
し
て
の
神
の
愛
が
開
示

さ
れ
る
。
漆
黒
の
炭
木
が
突
然
点
火
し
て
明
る
く
炎
上
す

る
よ
う
に
。『
霊
の
讃
歌
』
の
文
脈
で
は
、「
私
を
愛
に
傷

つ
け
て
」
去
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
恋
人
を
追
い
求
め
て

山
谷
を
経
巡
る
乙
女
が
、
術
尽
き
て
う
ず
く
ま
る
水
辺
で
、

突
然
（
背
後
か
ら
？
）
恋
人
が
現
れ
て
愛
の
言
葉
を
語
り

か
け
る
。
以
後
、
二
人
は
互
い
の
愛
を
果
て
し
な
く
深
め
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has de tenerlo sin nada querer)

。」（
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
「
完

徳
の
山
」
の
箴
言
）

q
 

後
に
静
寂
主
義
の
異
端
と
さ
れ
る
思
潮
に
お
い
て
重
視
さ

れ
る
「
静
寂(quietud)

」、「
平
静(tranquilidad)

」、「
平
安

(paz)

」、「
安
ら
ぎ(sosiego)

」
と
い
っ
た
語
彙
は
、
こ
の
箴

言
集
に
も
頻
出
す
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

の
目
指
す
境
地
を
語
る
も
の
で
も
あ
る
。

r
 

な
お
、「
神
を
愛
せ
し
め
ら
れ
た
主
体
」
と
い
う
人
間
把
握

に
は
、「
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
主
体
」
と
い
う
人
間
把
握
が

先
行
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
著
述

に
お
い
て
は
こ
の
こ
と
は
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

s
 

註l

参
照
。

す
る
も
の
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
す
べ
て
は
私

の
も
の
」
と
い
う
こ
の
一
節
の
「
私
」
を
「
神
」
と
読
め
ば
、

つ
ま
り
こ
の
発
話
の
主
語
を
神
と
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は

ま
っ
た
く
自
然
に
受
け
取
れ
る（「
神
ご
自
身
も
私
の
も
の
、

私
の
た
め
」
の
一
句
を
除
い
て
）。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
十
字

架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
の
核
心
が
あ
る
。
彼
が
説
く「
魂

の
神
と
の
合
一
」
と
は
、
魂
と
神
と
が
「
一
つ
の
も
の
」

に
な
る
と
い
う
仕
方
で
よ
り
も
、
神
を
主
語
と
し
て
述
語

さ
れ
る
形
容
や
属
性
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
魂
に
つ
い
て

も
述
語
さ
れ
る
、
と
い
う
仕
方
で
言
語
化
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
本
来
神
の
発
話
で
あ
る
べ
き「
全
て
は
私
の
も
の
」を
、

魂
が
自
分
の
こ
と
と
し
て
な
ん
の
躊
躇
い
も
な
く
発
話
し

う
る
境
地
に
立
つ
こ
と
、
い
わ
ば
神
と
私
が
重
な
る
こ
と

が
、
彼
に
と
っ
て
の
神
秘
的
合
一
で
あ
っ
た
。
前
掲
拙
著
、

第
Ⅲ
部
五
、六
章
参
照
。

p
 

「
汝
が
全
て
か
ら
全
て
に
到
る
た
め
に
は
、
全
て
に
お
い

て
全
て
を
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
全
て
を
得

る
に
到
る
と
き
に
は
、
何
も
欲
し
な
い
で
そ
れ
を
得
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(y cuando lo vengas del todo a tener/ 
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鶴
岡
先
生
は
長
年
に
わ
た
っ
て
十
六
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
の
神

秘
家
フ
ア
ン
・
デ
・
イ
エ
ペ
ス
・
イ
・
ア
ル
バ
レ
ス
（
一
五
四
二

ー
九
一
）
す
な
わ
ち
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
研
究
を
し
て
こ
ら
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
集
積
と
し
て
著
さ
れ
た
『
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

研
究
』（
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
同
修
道
会
の
神
父
で
あ
る
奥
村
一

郎
先
生
が
ノ
バ
ー
ト
・
カ
ミ
ン
師
の
『
愛
す
る
た
め
の
自
由
―

―
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
入
門
』
の
推
薦
文
で
、
こ
の
カ
ミ
ン
師
の

著
作
と
並
ん
で
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
カ
ミ
ン
師
の
書

が
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
思
想
を
霊
性
的
観
点
で
読
み
解
い
た
の

に
対
し
て
、
先
生
の
場
合
は
ヨ
ハ
ネ
の
残
し
た
著
作
を
宗
教
学

的
立
場
か
ら
客
観
的
に
考
察
吟
味
し
、
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
発
表
で
も
こ
の
客
観
的
視
点
は
堅
持
さ
れ
て
い
て
、

ま
ず
「
神
秘
主
義
」
と
い
う
用
語
の
拡
散
情
況
（
多
義
性
）
に

注
目
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
立
を
歴
史
的
・
社
会
的
地
平
に

お
い
て
と
ら
え
、
通
有
的
概
念
と
し
て
固
定
し
よ
う
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
奥
村
先
生
の
宗
教
体
験
的
・
霊
性
的
立

場
か
ら
の
発
表
（「
暗
夜
」
の
霊
性
―
―
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
」(

一
九
九
四
年)

と
は
趣
き
を
異
に
し
、
テ
ク
ス
ト
（
箴
言
集
『
光

と
愛
の
言
葉
』
内
の
「
愛
に
捉
え
ら
れ
た
魂
の
祈
り
」）
の
分
析

か
ら
、人
格
性
（
人
称
性
）
に
焦
点
を
あ
て
、こ
の
神
秘
家
の
「
神

と
人
間
の
関
係
」
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

私
は
か
つ
て
こ
の
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
つ
い
て
は
、
十
四
世

紀
の
ラ
イ
ン
神
秘
主
義
の
タ
ウ
ラ
ー
の
影
響
を
受
け
た
と
し
て
、

『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』（「
神
と
の
一
致
」
へ
の
い
わ
ゆ
る
魂
側
の

能
動
的
努
力
の
道
程
）
や
『
暗
夜
』（
神
の
働
き
を
受
け
て
の

「
一
致
」
へ
の
道
程
）
を
霊
性
的
な
観
点
か
ら
読
も
う
と
し
ま
し

た
が
、
特
に
そ
の
中
の
ス
コ
ラ
学
的
分
類
と
そ
れ
に
基
づ
く
執

拗
な
分
析
に
は
な
か
な
か
馴
染
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
今
回
、

レ
ス
ポ
ン
ス
を
引
き
受
け
る
に
あ
た
り
、
鶴
岡
先
生
の
草
稿
を

踏
ま
え
つ
つ
再
度
挑
戦
し
、
こ
の
二
つ
の
大
著
と
他
の
小
編
も

通
読
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
や
は
り
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

に
お
け
る
無
化
の
徹
底
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
ま
ね
び
（
そ
れ
は
徹

底
し
た
無
を
生
き
る
こ
と
で
す
が
）、
愛
に
お
け
る
神
と
の
一
致

レ
ス
ポ
ン
ス

橋
本
裕
明
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（
実
体
的
一
致
で
は
な
く
、
愛
に
よ
る
超
自
然
的
な
「
相
似
の
一

致
」）
な
ど
は
、
ま
さ
し
く
タ
ウ
ラ
ー
自
身
の
思
想
と
も
実
に
近

く
、
両
者
の
関
係
性
も
十
分
に
想
定
さ
れ
る
も
の
で
し
た
。

今
回
の
先
生
の
ご
発
表
は
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、「
神

秘
主
義
」
と
い
う
概
念
の
成
立
過
程
と
そ
の
多
義
性
を
整
理
し

て
説
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
の

核
心
を
小
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
読
み
と
ら
れ
た
も
の
だ
と
理
解

し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
内
容
そ
の
も
の
に
反
論
す
る
と
い

う
よ
り
も
、
と
く
に
後
者
に
つ
い
て
は
タ
ウ
ラ
ー
と
の
関
連
で

私
の
読
み
方
を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
つ
つ
、
さ
ら
に
通
有
的

概
念
で
あ
る
「
神
秘
主
義
」
に
お
け
る
超
越
者
と
人
間
（
自
己
）

の
関
係
、
と
く
に
そ
れ
に
お
け
る
人
格
性
の
問
題
に
つ
い
て
、

鶴
岡
先
生
お
よ
び
仏
教
の
方
々
に
対
す
る
質
問
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
１
）「
神
秘
主
義
」
は
「
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
的
か
？
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
に
対
す
る
答
え
で
す
が
、
先
生
の
お
考
え
で
は
、

こ
の
用
語
の
成
立
の
歴
史
的
経
緯
を
見
た
場
合
に
は
、
西
欧
キ

リ
ス
ト
教
の
文
脈
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ

も
「
神
秘
主
義
」
が
宗
教
に
お
け
る
「
根
源
へ
の
逸
脱
」
と
い

う
通
有
的
意
味
を
も
つ
と
い
う
点
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。「
逸
脱
」
と
い
う
表
現
は
若
干
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

は
響
き
が
感
じ
ら
れ
ま
す
が
。
結
局
「
何
ら
か
特
定
の
実
践
や

思
想
の
体
系
で
あ
る
よ
り
も
、
各
宗
教
伝
統
の
根
源
的
真
理
と

し
て
の
秘
義
を
固
定
的
な
体
制
を
構
築
し
て
枠
付
け
、
定
式
化

し
よ
う
と
す
る
態
度
か
ら
の
、
不
可
避
か
つ
不
断
の
逸
脱
の
動

性
自
体
を
特
徴
と
す
る
」
こ
と
を
以
て
、「
神
秘
主
義
」
の
定
義

と
す
る
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
従
っ
て
、
鈴
木
大

拙
が
禅
を
紹
介
す
る
際
に”m

ysticism
”

と
い
う
表
現
を
用
い
た

こ
と
は
、
一
種
の
「
文
化
的
・
宗
教
的
『
他
者
』
を
、
自
ら
が

依
拠
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
に
包
括
的
に
位
置
づ
け
る

よ
う
な
理
論
構
築
」
と
し
て
批
判
を
加
え
る
現
代
の
立
場
に
た

っ
て
お
ら
れ
、
諸
宗
教
に
は
多
元
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
神
秘
主

義
」
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
立
場
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
上
で
、

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
独
特
な
―
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主

義
に
共
通
の
基
盤
を
有
し
つ
つ
―
「
神
秘
主
義
」
の
核
心
を
解

明
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
先
生
は
論
文
の
中
で
仏

教
に
も
触
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、「
神
秘
主
義
」
に
お
け
る
仏
教

と
の
対
話
の
方
向
性
を
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
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ょ
う
か
。

（
２
）「
愛
に
捉
え
ら
れ
た
魂
の
祈
り
」

①
段
落
に
つ
い
て
：
願
う
こ
と
が
叶
わ
ぬ
こ
と
は
人
間
の
罪

に
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

②
段
落
に
つ
い
て
：
神
が
「
引
き
受
け
る
苦
し
み
」
と
は
、

キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

③
段
落
に
つ
い
て
：
最
終
的
に
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
人
間
に

願
い
う
る
も
の
は
「
恩
寵
と
憐
れ
み
」
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
人

間
は
「
捧
げ
も
の
」
を
す
べ
き
だ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は

何
で
し
ょ
う
か
。

④
⑤
段
落
に
つ
い
て
：
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
、
人
間

の
側
で
の
神
の
働
き
に
も
と
づ
く
無
化
と
は
無
執
着
そ
の
も
の

を
説
く
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
神
秘
家
が
用
い
る
「
無
」
と
い

う
表
現
の
内
容
を
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑥
⑦
段
落
に
つ
い
て
：
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
『
カ
ル
メ
ル
山

登
攀
』
以
外
で
は
キ
リ
ス
ト
論
を
ほ
と
ん
ど
説
か
な
い
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
こ
の
神
秘
家
が
強
調
す
る
無
化
と
い
う
の
は
模
範

と
す
る
キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
の
生
き
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
十
字

架
に
お
い
て
極
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

結
局
、
無
相
の
神
の
無
窮
の
愛
に
対
す
る
人
間
の
愛
の
応
答

関
係
が
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
思
想
の
根
底
で
あ
り
、
そ
れ
を
可

能
に
す
る
の
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
徹
底
し
た
無
の
行
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
「
愛
さ

れ
・
愛
せ
し
め
ら
れ
る
主
体
」
で
す
。
そ
も
そ
も
神
を
愛
し
た

い
と
い
う
本
願
は
、
神
の
先
行
的
働
き
を
不
可
避
の
条
件
と
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
神
な
し
の
人
間
の
主
体
的
・
能
動
的
働
き

に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
を
通
し
て

無
相
の
神
へ
と
突
破
し
（
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
我
性
の
大
死
と
相

即
す
る
）、
本
来
の
愛
の
人
格
的
関
係
性
を
回
復
す
る
中
で
、「
顕

れ
る
世
界
一
切
の
全
面
的
肯
定
」
が
な
さ
れ
る
と
言
え
ま
す
。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
タ
ウ
ラ

ー
と
と
も
に
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
と
ま
ね
び
に
基
礎
づ

い
て
お
り
、
そ
れ
は
徹
底
し
た
無
の
行
の
実
践
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。
そ
の
ま
ね
び
は
五
感
と
知
性
の
働
き
を
浄
化
し
、
魂
の

究
極
で
あ
るgrunt

を
神
に
向
け
て
開
き
ま
す
。
タ
ウ
ラ
ー
に

お
い
て
も
イ
エ
ス
は
ひ
た
す
ら
無
に
徹
し
、
相
即
的
に
神
の
い

の
ち
を
生
き
た
模
範
で
し
た
。
タ
ウ
ラ
ー
で
は
、
苦
難
の
キ
リ

ス
ト
の
ま
ね
び
を
通
じ
て
、
有
相
の
イ
エ
ス
か
ら
無
相
の
キ
リ
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ス
ト
へ
と
移
さ
れ
、
神
性
と
一
致
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
浄
化
の
指
導
が
タ
ウ
ラ
ー
の
司
牧
的
使
命
で
し
た
。

（
３
）
鶴
岡
先
生
に
従
い
、
あ
え
て
仏
教
の
「
神
秘
主
義
」
を

考
え
た
場
合
、
大
乗
仏
教
の
「
神
秘
主
義
」
で
は
人
格
的
関
係

は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
鶴
岡
先
生
は
仏
教
の
空
を
、
神

秘
体
験
に
お
い
て
「
覚
知
さ
れ
る
形
而
上
学
的
世
界
観
」
と
位

置
づ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
大
乗
仏
教
で
は
、
縁
起
・
空
の
法
（
ダ

ル
マ
）
の
悟
り
の
獲
得
を
人
生
に
お
け
る
苦
の
解
決
す
な
わ
ち

救
い
と
し
ま
す
。
た
だ
し
罪
悪
深
重
の
凡
夫
（
衆
生
）
の
救
い

を
考
え
た
場
合
に
は
、
一
方
で
聖
道
門
の
よ
う
に
真
理
の
自
覚

に
向
か
う
も
の
、
他
方
で
浄
土
門
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
へ
の
信

を
根
拠
に
す
る
も
の
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
が
考
え
ら
れ
ま
す

（
も
ち
ろ
ん
ど
ち
ら
も
大
乗
仏
教
で
あ
る
以
上
は
、
根
本
的
に
は

無
相
の
法
の
悟
り
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
が
）。
後

者
を
考
え
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
法
性
法
身
か
ら
の
応
身
、
報

身
の
成
立
と
類
似
し
た
発
想
で
あ
る
と
思
え
、
そ
こ
に
は
慈
悲

に
基
づ
く
仏
と
衆
生
と
の
人
格
的
対
応
関
係
が
生
じ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
が
大
無
量
寿
光
と
い
わ
れ
、

人
格
性
よ
り
そ
の
法
性
法
身
の
性
格
が
強
調
さ
れ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
あ
る
面
で
は
神
の
受
肉
体
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
ロ
ゴ
ス
の
無
相
面
の
強
調
と
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
仏
教
に
も
超
越
者
と
自
己
の
間
に
人
格
的

関
係
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。（

４
）
神
秘
主
義
に
お
け
る
神
の
人
格
性
の
問
題
は
、
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
や
タ
ウ
ラ
ー
な
ど
で
は
明
確
で
す
。
そ
こ
に
は
無
相

で
あ
れ
神
と
自
己
を
空
じ
た
人
間
と
の
至
純
の
愛
の
関
係
性
が

存
在
す
る
か
ら
で
す
。
神
秘
主
義
を
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
語

る
以
上
、
な
ん
じ
と
い
う
「
二
人
称
単
数
の
人
称
言
語
」
と
わ

れ
で
表
示
す
る
関
係
性
は
厳
然
と
し
た
事
実
と
な
っ
て
い
ま
す
。

あ
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
す
ら
も
、
上
田
閑
照
氏
が
「
十
牛
図
」

第
八
図
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
端
的
に
「
無
」
と
い
う

禅
と
似
た
「
神
性
の
無
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
「
神

性
の
無
」
と
い
う
実
体
が
人
間
に
対
峙
し
て
い
る
と
思
え
ま
す
。

「（
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
っ
て
）
無
と
言
わ
れ
る
そ
の
背
後
に
は

実
体
が
厳
存
し
て
い
ま
す
。
実
体
性
が
無
を
限
界
づ
け
て
い
ま

す
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
は
そ
れ
と
し
て
徹
底
的
で
す
が
、
最

終
的
に
は
形
容
詞
、
主
語
に
な
る
実
体
へ
の
述
語
で
す
。「
絶
対
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の
無
」
の
絶
対
性
は
「
無
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
超
有
と
し

て
の
有
、
究
極
の
実
体
性
に
由
来
す
る
」（『
自
己
の
現
象
学
』）

わ
け
で
す
。
私
は
上
田
氏
の
こ
の
解
釈
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
。

最
終
的
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
神
の
無
相
で
あ
る
神
性
を
自
己

の
他
者
と
す
る
（
も
ち
ろ
ん
た
ん
な
る
他
者
で
は
な
い
。
自
即

他
の
意
味
で
の
他
者
で
あ
る
）
と
い
う
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神

秘
主
義
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
た
だ
し
上
田
氏
が
大
乗
仏
教
は

そ
れ
に
対
し
て
、「
実
体
性
の
高
揚
で
は
な
く
、
逆
に
実
体
性
の

全
き
空
解
で
あ
る
」
と
す
る
「
無
」
は
、
現
実
の
仏
教
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
空
解
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
に

述
べ
た
縁
起
・
空
の
法
の
報
身
、
応
身
へ
の
展
開
は
、
こ
の
空

解
を
徹
底
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
「
禅

が
つ
ぶ
れ
て
念
仏
と
な
る
」
と
述
べ
た
森
本
省
念
老
師
の
場
合

は
、
最
後
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
自
他
相
即
の
他
者
へ
の

托
身
の
祈
り
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
肯
定
す
る
の
で
は
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。
と
す
れ
ば
そ
こ
に
は
仏
教
に
お
い
て
も
、
法
身

に
対
し
て
す
ら
二
人
称
単
数
の
人
称
性
言
語
で
捉
え
る
」
超
越

者
と
人
間
の
慈
悲
の
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

鶴
岡 

大
変
丁
寧
に
お
読
み
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
質
問
の
形
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
関

し
て
は
逐
条
的
に
答
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
神
秘
主
義
は
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
か
？
」
と
の
疑
問

形
の
タ
イ
ト
ル
に
対
し
て
の
答
え
は
、
結
局
、
イ
エ
ス
＆

ノ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
神
秘
主
義
」

と
い
う
概
念
が
持
つ
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
的
な
来
歴
を
忘

れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
以
外

の
人
々
は
関
係
な
い
と
は
言
え
な
い
と
思
う
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
一
九
世
紀
の
植
民
地
支
配
以
来
、
西
洋
キ

リ
ス
ト
教
は
全
世
界
を
覆
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
わ
れ

わ
れ
は
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
を
す
で
に
相
当
に

本
質
的
な
と
こ
ろ
で
受
取
っ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

討
議 

Ⅰ 

司
会　

橋
本
裕
明 
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で
す
か
ら
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
的
な
概
念
は
極
地
的
限

定
を
免
れ
な
い
か
ら
捨
て
て
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く

て
、
そ
れ
を
自
ら
の
こ
と
と
し
て
引
き
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
答
え
に
な
り

ま
す
。

「
根
源
へ
の
逸
脱
」
と
い
う
の
は
、
全
然
自
信
の
あ

る
言
い
方
で
は
な
い
の
で
す
が
、
一
つ
の
見
方
と
し
て

こ
う
い
う
方
向
で
も
う
少
し
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
い
う

こ
と
で
す
。「
逸
脱
」
と
い
う
言
葉
は
わ
た
し
に
と
っ

て
は
非
常
に
良
い
言
葉
で
、
わ
た
し
の
よ
う
な
世
代
に

と
っ
て
は
「
逸
脱
」
と
か
「
過
激
」
と
か
「
越
境
」
と
か
、

そ
う
い
う
言
葉
は
大
好
き
で
良
い
言
葉
な
ん
で
す
。

鈴
木
大
拙
に
関
し
て
は
、
わ
た
し
の
説
明
不
足
が
あ

っ
た
よ
う
で
す
。
彼
の
「
神
秘
主
義
」
と
い
う
言
葉
の

使
い
方
を
み
ま
す
と
、｢

禅
は
神
秘
主
義
か｣

と
い
う

問
題
が
一
貫
し
て
彼
に
は
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
が
、

そ
れ
は
神
秘
主
義
を
ど
う
定
義
す
る
か
に
よ
っ
て
態
度

が
変
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
彼
の
中
期
と
い
え
る

時
期
に
は
、
英
語
で
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を

さ
か
ん
に
使
い
ま
す
が
、
と
く
に
禅
を
西
洋
人
に
分
か

っ
て
も
ら
う
た
め
に
こ
の
言
葉
を
使
う
の
で
す
。
け
れ

ど
も
、
晩
年
と
言
い
ま
す
か
戦
後
に
な
り
ま
す
と
、「
禅

は
む
し
ろ
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
な
い
」
と
い
う
言
い
方

に
は
っ
き
り
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く

正
確
に
禅
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
思
え
ば
、
西
洋
的
な
概

念
で
あ
る
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る

も
の
と
し
て
禅
を
受
け
取
ら
れ
て
は
困
る
と
い
う
思
い

が
前
面
に
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
「
神
秘
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
西
洋
人
に
と
っ

て
何
か
を
伝
え
る
た
め
の
ル
ー
ト
と
し
て
一
定
の
有
効

性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
わ
た
し
は
理
解
し
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
鈴
木
大
拙
が
自
分
の
視
点
か
ら
他

者
を
位
置
づ
け
て
い
く
よ
う
な
包
括
主
義
だ
と
い
う
ニ

ュ
ア
ン
ス
は
ま
っ
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
わ
た
し
の
書
き
方
が
悪
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

仏
教
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
は

わ
た
し
は
何
も
言
え
な
い
の
で
す
が
、「
愛
に
捉
え
ら

れ
た
魂
の
祈
り
」
に
つ
い
て
の
細
か
い
質
問
が
あ
り
ま
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し
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
最
終
的
な
「
主
体
」
理
解
、

つ
ま
り
人
間
理
解
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
い
ま
す
と
、

「alm
a enam

orada

（
愛
に
捉
え
ら
れ
た
魂
）」
と
い
う

こ
と
が
究
極
の
本
音
だ
と
思
い
ま
す
。
神
へ
の
愛
に
捕

ま
え
ら
れ
て
神
を
愛
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
主
体
、
そ
れ

が
人
間
の
本
来
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、「
願
い
が

叶
わ
な
い
の
は
人
間
の
罪
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と

か
」
と
の
お
尋
ね
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
言
っ
て
い
る
か

分
か
り
ま
せ
ん
。
①
段
落
と
②
段
落
は
、
人
間
理
解
の

大
き
な
区
分
と
し
て
、
罪
人
と
し
て
の
人
間
理
解
と
、

善
を
行
な
お
う
と
す
る
人
間
理
解
を
共
に
あ
り
う
る
も

の
と
し
て
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、「
願
い
が
叶

わ
な
い
の
は
人
間
の
罪
に
原
因
が
あ
る
」
と
い
っ
た
神

学
的
な
主
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し

も
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
願
い
事
が
叶
わ
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
叶
わ
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
を
願
っ

て
し
ま
う
祈
り
の
水
準
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
の
が
目

的
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

「
神
が
引
き
受
け
る
苦
し
み
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト

の
受
難
を
指
し
て
い
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
究
極
的

に
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
祈
り
の
中
で
そ
の

よ
う
に
特
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
よ
く
分
か
り
ま

せ
ん
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
箴
言
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
の

言
い
回
し
を
巧
み
に
使
っ
た
ス
パ
ッ
と
し
た
言
い
方
な

の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
可
能
で
す
。
わ
た
し
と
か

あ
な
た
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
色
々
な
読
み
方

が
可
能
で
、
ひ
と
つ
の
読
み
方
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は

な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
終
的

に
は
当
然
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
指
し
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。「
捧
げ
物
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

註
に
書
き
ま
し
た
がcornadillo

と
い
う
今
で
は
見
な

れ
な
い
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
祈
り
そ
の
も
の
の

こ
と
か
な
と
、
と
り
あ
え
ず
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
無
に
つ
い
て
説
明

せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
よ
く
使
わ
れ
分
か
り
や

す
い
の
は
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
と
し
て
最
後
に
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つ
け
た
不
思
議
な
絵
で
す
。〔「
完
徳
の
山
」
図
。
本
誌

で
は
省
略
〕
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
こ
う
い
っ
た
ス
ケ

ッ
チ
の
よ
う
な
図
柄
に
箴
言
類
を
書
き
込
ん
だ
も
の

を
自
分
で
書
い
て
、
弟
子
た
ち
、
修
道
士
た
ち
に
与
え

て
い
ま
し
た
。
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
に
は
三
つ
の
道
が
あ

り
、
み
な
真
ん
中
の
カ
ル
メ
ル
山
の
頂
上
に
向
か
っ
て

い
ま
す
。
頂
上
に
は
「
神
の
栄
光
の
み
が
住
ま
う
」
と

書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
登
っ
て
ゆ
き
た
い
わ
け

で
す
が
、
そ
れ
に
は
三
つ
の
道
が
あ
り
ま
す
。
左
側
の

道
が
地
上
の
道
、
地
上
の
幸
せ
を
通
っ
て
進
む
道
で
し

て
、
右
側
の
道
は
天
上
の
道
、
天
上
の
幸
せ
と
か
喜
び

と
か
平
安
を
通
過
し
て
い
く
道
で
す
。
し
か
し
そ
う
い

う
地
上
の
、
あ
る
い
は
天
上
の
幸
せ
を
辿
っ
て
一
歩
一

歩
登
っ
て
ゆ
く
道
は
結
局
カ
ル
メ
ル
山
の
頂
上
に
は
通

じ
て
お
ら
ず
、
真
ん
中
の
小
さ
な
道
だ
け
が
「
完
徳

(perfection)

」
の
小
径
で
す
。
そ
こ
に
は
、「nada

（
無
）

nada, nada, 

・
・
・
」
と
「
無
」
が
六
つ
書
い
て
あ
り
、

さ
ら
に
「aunque en el m

onte nada

」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
山
の
中
に
入
っ
て
も
、
あ
る
い
は
頂
上

に
行
っ
て
も
「
無
」
な
の
で
す
が
、
こ
の
中
央
の
「
無

の
道
」
の
み
が
頂
上
ま
で
通
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
テ
ク
ス
ト
中
で
最
も
鮮
烈
に
「
無
」

が
使
わ
れ
て
い
る
場
面
だ
と
思
い
ま
す
。
他
に
も
無
と

い
う
言
葉
は
で
て
き
ま
す
が
、
基
本
は
こ
う
い
う
も
の

で
す
の
で
、
無
が
何
ら
か
実
体
視
さ
れ
る
よ
う
な
、
た

と
え
ばN

ichts

と
い
う
よ
う
に
名
詞
化
さ
れ
る
よ
う

な
使
い
方
で
は
な
い
で
す
。
つ
ま
り
、
図
の
地
上
の
道

や
天
上
の
道
の
途
上
に
書
か
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
幸
せ
に

対
し
て
、
い
ち
い
ち
線
が
引
っ
張
っ
て
あ
っ
て
、
そ
こ

に｢ni eso

（
こ
れ
で
は
な
い
）, ni eso, ni eso

」、「ni 

esotro

（
あ
れ
で
も
な
い
）, ni esotro, ni esotro

」
と

記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
彼
の
無
は
、
こ
の
「
何
々

で
は
無
い
」
と
い
う
無
と
い
え
ま
す
。N

ot this,  not 

that,

のnot

で
す
。
否
定
辞
の
水
準
で
留
ま
っ
て
い
る

と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
否
定
辞
そ
の
も
の
の
根
源
で
あ

る
よ
う
な
、
無
と
名
詞
化
さ
れ
う
る
よ
う
な
無
は
、
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
は
な
い
、
少
な
く
と
も
主
題
化
さ
れ

な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
無
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は
「
全
て(todo, all)

」
と
裏
腹
で
あ
り
ま
し
て
、「
全
即

無(todo y nada)

」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
す

べ
て
と
い
う
こ
と
に
彼
は
非
常
に
こ
だ
わ
り
ま
す
。
す

べ
て
を
所
有
し
た
い
欲
望
の
持
ち
主
な
ん
で
す
ね
、
彼

は
。「
す
べ
て
を
所
有
す
る
こ
と
は
何
も
所
有
し
な
い
こ

と
だ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
そ
れ

はall

とnothing

が
相
即
す
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う

経
路
を
考
え
ま
す
と
、
無
が
同
時
に
全
で
す
か
ら
、
な

ん
ら
か
無
と
い
う
も
の
を
対
象
辞
的
に
名
詞
的
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ

の
こ
と
を
主
題
化
し
て
思
索
し
た
テ
キ
ス
ト
は
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
は
、
タ
ウ
ラ
ー
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
、

模
範
、
つ
ま
り
ま
ね
び
の
対
象
な
の
か
ど
う
か
」
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
わ
た
し
の
印
象
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ

ネ
の
イ
エ
ス
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
は
（
イ
エ
ス
と
い
う

言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
な
く
て
、
言
う
と
き
は
キ
リ
ス
ト

で
す
け
れ
ど
も
）、
生
き
方
の
模
範
と
い
う
意
義
は
も
ち

ろ
ん
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
以
上
に
、
愛
の

対
象
と
し
て
の
姿
が
大
き
い
よ
う
で
す
。
あ
る
い
は
神

を
愛
す
る
根
拠
で
す
ね
。
生
き
方
の
手
本
と
い
う
よ
り

は
も
う
少
し
神
学
的
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
違
い
程
度
の
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
そ
こ

で
気
に
な
る
の
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
「
神
を
愛
せ

し
め
ら
れ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
き
の
愛
し
て
い

る
対
象
が
キ
リ
ス
ト
な
の
か
父
な
る
神
な
の
か
、
こ
の

こ
と
が
や
や
気
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は

率
直
に
言
っ
て
曖
昧
な
感
じ
が
し
ま
す
。
曖
昧
な
ま
ま

で
ず
っ
と
と
お
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
し
、

曖
昧
で
よ
か
っ
た
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。
た
だ
神
学

的
な
根
拠
と
し
て
は
、
神
を
汝
と
し
て
愛
す
る
こ
と
が

で
き
る
根
拠
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
は

っ
き
り
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
愛
し
て

い
る
の
は
父
な
る
神
で
は
な
く
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
だ
と
い
う
言
い
方
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
は

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

さ
い
ご
に
、（
３
）
の
質
問
で
す
が
、
わ
た
し
が
「
大
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乗
仏
教
の
空
を
神
秘
体
験
に
お
い
て
覚
知
さ
れ
る
形
而

上
学
的
世
界
観
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
」
と
あ
り
ま

す
が
、
も
し
わ
た
し
の
文
章
の
中
に
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
ら
、
そ
れ
は
撤
回
し
ま
す
。
そ

の
よ
う
に
言
う
つ
も
り
は
な
い
で
す
。
わ
た
し
は
大
乗

仏
教
の
空
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

し
、
少
な
く
と
も
「
形
而
上
学
的
世
界
観
」
と
い
っ
て

よ
い
も
の
だ
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
そ

も
そ
も
「
形
而
上
学
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
気
に

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
以
上
で
す
。

橋
本 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
形
而
上
学
的
世

界
観
の
と
こ
ろ
は
、
取
り
方
を
誤
っ
て
い
て
い
る
と
い

け
ま
せ
ん
の
で
、
わ
た
し
自
身
も
う
一
度
詳
細
に
テ
キ

ス
ト
を
よ
く
読
ま
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ

ど
の
（
３
）
と
（
４
）
で
書
き
ま
し
た
、
仏
教
に
お
け

る
超
越
者
の
人
格
の
問
題
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
（
４
）

で
書
き
ま
し
た
、
こ
れ
は
上
田
先
生
の
書
か
れ
た
も
の

に
対
す
る
わ
た
し
自
身
の
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、「
神

性
の
無
」
と
仏
教
で
い
う
端
的
な
無
と
い
う
の
は
体
験

上
違
う
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
教

義
か
ら
す
れ
ば
全
く
違
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
体

験
上
そ
れ
は
ど
う
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
少

し
お
聞
き
し
た
い
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
後
に
な
さ
れ
る

イ
ェ
ー
ガ
ー
の
発
表
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
す
か
ら
、
も
し
仏
教
の
方
か
ら
何
か
教
え
て
い
た

だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

竹
村 

簡
単
な
感
想
の
み
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
鶴

岡
先
生
が
神
秘
体
験
と
い
う
も
の
は
必
ず
し
も
一
つ
だ

と
言
わ
な
く
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
た
と

思
い
ま
す
が
、
仏
教
の
中
で
も
す
で
に
神
秘
体
験
な
い

し
、
そ
の
表
現
が
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
浄

土
教
な
ん
か
で
は
、「
無
量
寿
経
」、
阿
弥
陀
仏
の
愛
に

応
答
す
る
と
い
う
局
面
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
人

格
的
な
応
答
関
係
と
い
う
の
が
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
浄
土
教
で
念
仏
な
り
、
信
心
が
決
定
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す
る
な
り
し
て
往
生
す
る
、
な
い
し
成
仏
す
る
。
最
終

的
に
は
浄
土
教
で
も
自
ら
成
仏
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

達
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
成
仏
し
た
と
こ
ろ
で
ど
う

な
の
か
と
い
っ
た
と
き
に
は
、
法
身
そ
の
も
の
に
な
り

き
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
果
た

し
て
人
格
的
関
係
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
と
言
え
る

か
ど
う
か
、
法
身
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
て
し
ま
う
と

い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
法
身
と

一
つ
に
な
る
と
い
う
面
が
根
本
に
あ
る
と
思
う
の
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
蘇
っ
た
と
き
に
そ
の
個

と
、
い
わ
ば
超
個
と
言
い
ま
す
か
、
自
己
と
絶
対
者
の

関
係
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
と
き

に
、
た
と
え
ば
禅
で
は
「
祖
に
お
う
て
は
祖
を
殺
し
、

仏
に
お
う
て
は
仏
を
殺
す
」
と
い
う
表
現
も
出
て
く
る

し
、
し
か
し
一
方
で
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
も

出
て
く
る
。
そ
れ
は
矛
盾
し
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
の
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に
関
係
を
捉
え
て
ゆ
く
か
と

い
う
と
き
に
、
人
格
的
な
関
係
性
が
出
て
き
た
り
、
あ

る
い
は
人
格
的
な
関
係
も
消
え
た
地
平
と
い
う
も
の
に

達
す
る
と
い
う
こ
と
も
見
ら
れ
る
と
。
さ
ま
ざ
ま
な
ケ

ー
ス
が
や
は
り
見
ら
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
見
ら

れ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま

し
た
。

河
波 

「
空
」
と
い
う
概
念
が
大
乗
仏
教
で
出
て
く
る
の
は
、
小

品
般
若
経
と
い
う
経
典
で
す
。
般
若
経
だ
け
で
も
そ
の

生
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
七
〇
〇
年
く
ら
い
か
か
っ
て
い
る

ん
で
す
ね
。
小
品
般
若
経
、
大
品
般
若
経
、
金
剛
般
若

経
、
文
殊
説
般
若
経
な
ど
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
が
、

最
初
期
の
大
乗
経
典
の
小
品
般
若
経
に
は
じ
め
て
「
空
」

と
い
う
思
想
が
出
て
き
ま
す
。
大
乗
（
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
）

と
い
う
言
葉
も
、
そ
こ
が
初
出
な
の
で
す
ね
。
こ
の
経

典
は
だ
い
た
い
紀
元
前
一
世
紀
の
後
半
頃
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
問
題
は
い
っ
た
い
そ
の
「
空
」
と
い
う
概
念
は

一
体
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
ね
。
そ
れ
と
前
後
し
て
般
舟
三
昧
経
と
い
う
経
典
が

あ
り
ま
す
。「
般
舟
」
と
は
仏
様
が
現
前
し
、
そ
こ
に
精

神
が
集
中
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
般
舟
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三
昧
が
実
現
し
て
ゆ
く
と
「
空
」
が
ひ
ら
け
て
ゆ
く
と

い
う
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
後
に
な
る
と
「
念
仏
」

と
「
空
」
は
別
々
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
番
の
出

発
点
は
実
は
一
つ
で
、
む
し
ろ
「
空
」
と
い
う
概
念
が

成
立
す
る
そ
の
根
幹
に「
念
仏
」が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

小
品
般
若
経
、
原
始
般
若
経
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か

と
い
う
と
、
や
は
り
像
塔
崇
拝
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
大

乗
仏
教
の
出
発
点
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
中
心

に
し
て
祈
り
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と

で
す
。「
空
」
の
初
出
と
い
う
こ
と
、「
大
乗
」
の
初
出

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
小
品
般
若
経
だ
と
い
う
の
が
ひ

と
つ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
小
品

般
若
経
が
七
〇
〇
年
に
わ
た
る
般
若
経
の
展
開
の
一
番

原
型
に
あ
り
、
像
塔
崇
拝
が
内
面
化
さ
れ
て
、
そ
れ
が

「
念
仏
」
と
い
う
思
想
に
な
る
。
そ
う
い
う
点
で
は
ど
こ

か
で
キ
リ
ス
ト
教
と
つ
な
が
る
点
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
鶴
岡
先
生
へ
の
質
問
で
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の

問
題
が
で
て
き
ま
し
た
ね
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
・
コ
ン
ズ
の

よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
般
若
経
の
専
門
家
は
、
般
若
経

が
成
立
す
る
背
景
に
グ
ノ
ー
シ
ス
が
あ
っ
た
と
言
う
わ

け
で
す
。「
グ
ノ
ー
シ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
ギ
リ
シ
ャ

語
で
、
般
若
（
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
）
の
「
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
」

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
す
け
れ
ど
も
、
語
幹
が
同
じ

で
す
ね
。「
知
る
」
と
か
「
知
恵
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
を
媒
介
に
し
て
、
ど
こ
か

で
グ
ノ
ー
シ
ス
と
仏
教
と
が
出
会
っ
て
、
そ
こ
か
ら
般

若
が
出
て
き
た
と
も
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
鶴
岡
先
生
に
質
問
で
す
が
、
グ
ノ
ー
シ
ス
は

神
秘
主
義
な
ん
で
す
か
。
そ
れ
か
ら
グ
ノ
ー
シ
ス
と
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
初

期
の
段
階
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
グ
ノ
ー
シ
ス
を
受
け
入

れ
、
途
中
か
ら
グ
ノ
ー
シ
ス
を
弾
圧
す
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト

教
と
グ
ノ
ー
シ
ス
と
の
問
題
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
い
う

関
係
に
あ
っ
て
、
神
秘
主
義
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る

の
か
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
に
は
分
か
り
に
く
い
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ナ
グ
ハ
マ
デ
ィ
文
書
な
ど
を

見
て
い
る
と
、「
キ
リ
ス
ト
を
見
る
者
は
キ
リ
ス
ト
に
な
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る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
ね
。「
仏
を
見
る
者
は

仏
に
な
る
」
と
い
う
概
念
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

ど
こ
か
で
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
い
う
一
つ
の
世
界
を
媒
介
に

し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
大
乗
仏
教
、
グ
ノ
ー
シ
ス
が
か
か

わ
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
質
問
は
グ
ノ

ー
シ
ス
が
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
か
と
い
う
問
題
で
す
。

鶴
岡 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
宗
教
史
上
の
事
実
と
し

て
、
古
代
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
と

グ
ノ
ー
シ
ス
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

ら
が
イ
ン
ド
な
い
し
東
洋
の
諸
宗
教
と
ど
う
い
う
関
係

に
あ
っ
た
か
に
関
し
て
は
、
わ
た
し
は
全
く
知
り
ま
せ

ん
の
で
な
に
も
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
初
期
の
キ

リ
ス
ト
教
の
形
成
に
さ
い
し
て
所
謂
グ
ノ
ー
シ
ス
と
言

わ
れ
る
運
動
が
ど
の
程
度
の
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か

も
分
か
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
が
グ
ノ
ー
シ
ス
と
ミ
ス
テ

ィ
ー
ク
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
る
と
す
れ
ば
次
の
よ
う

な
こ
と
で
す
。「
グ
ノ
ー
シ
ス
」
と
い
う
言
葉
は
い
つ
の

頃
か
ら
か
、
最
大
の
異
端
の
名
と
し
て
連
綿
と
し
て
使

わ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。「
マ
ニ
教
」
も
そ
う
で
す
け

れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
異
端
の
同
義
語
の
よ
う
に
し
て
使

わ
れ
て
き
た
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
的
実
体

と
し
て
の
マ
ニ
教
や
グ
ノ
ー
シ
ス
の
諸
運
動
と
は
い
さ

さ
か
切
り
離
さ
れ
て
グ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う
言
葉
が
キ
リ

ス
ト
教
の
中
で
使
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
今
に
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ

た
し
の
発
表
の
中
で
グ
ノ
ー
シ
ス
と
い
う
言
葉
を
使
っ

た
文
脈
を
補
い
ま
す
と
、
た
と
え
ば
、
一
七
世
紀
終
わ

り
ご
ろ
の
典
型
的
な
神
秘
主
義
者
と
い
え
る
ピ
エ
テ
ィ

ス
ト
の
ア
ー
ノ
ル
ド
と
い
う
人
が
『
非
党
派
的
教
会
お

よ
び
異
端
史
』
と
い
う
一
種
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思

想
史
と
い
え
る
大
著
を
書
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に

は
、
古
代
の
代
表
的
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
と
さ
れ
て
い

る
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
た
ち
も
真
の
、
つ
ま
り
神
秘
主

義
的
で
本
物
の
キ
リ
ス
ト
教
の
系
譜
の
中
に
入
っ
て
い

る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
神
秘
主
義
を
称
揚
す
る
人
々

に
は
、
単
純
に
正
統
と
異
端
を
分
け
る
発
想
を
脱
し
た

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
い
ま
し



44 

た
。
そ
こ
で
、
大
き
く
神
秘
主
義
は
正
統
か
異
端
か
と

い
う
問
い
方
を
し
て
み
ま
す
と
、
神
秘
主
義
と
い
う
言

葉
は
あ
る
時
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
と
っ
て

は
ほ
と
ん
ど
異
端
に
近
い
含
意
が
あ
り
ま
し
た
し
、
一

方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
エ

ッ
セ
ン
ス
と
し
て
使
い
た
い
と
こ
ろ
が
今
で
も
あ
り
ま

し
ょ
う
。
グ
ノ
ー
シ
ス
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
異
端
の
名
前

で
す
が
、
神
秘
主
義
は
正
統
の
一
番
良
い
と
こ
ろ
と
し

て
使
わ
れ
て
き
た
歴
史
も
あ
り
ま
す
。
語
彙
と
し
て
は

そ
う
い
う
身
分
の
分
け
方
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で

は
、
い
わ
ゆ
る
古
代
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
た
ち
の
思

想
、
ナ
グ
ハ
マ
デ
ィ
文
書
な
ど
は
神
秘
主
義
と
言
え
る

の
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
神
秘
主
義
の
定
義
の
問
題
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
書
を
作
っ
た
人
々
の
歴
史
的

実
態
に
つ
い
て
わ
た
し
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
が
、
た
と

え
ば
『
ト
マ
ス
福
音
書
』
は
グ
ノ
ー
シ
ス
の
も
の
だ
と

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
最
近
の
神
秘
主

義
に
好
意
的
な
人
々
に
は
大
変
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
よ
う
で
す
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
は
そ
の
本
格
的

訳
注
書
を
刊
行
し
て
お
ら
れ
ま
す(Jam

es W
. H

eisig, 

El gem
elo de Jesus: U

n alum
bram

iento al budism
o, 

H
erder, Barcelona, 2007)

。
あ
る
い
は
グ
ノ
ー
シ
ス
は

禅
に
近
い
と
い
っ
た
見
方
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
グ
ノ
ー
シ
ス
を
見
る
さ
い
の

「
正
統
か
異
端
か
」
と
い
う
枠
組
み
が
ず
れ
て
く
れ
ば
、

グ
ノ
ー
シ
ス
も
神
秘
主
義
の
伝
統
の
中
に
組
み
こ
む
と

い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
と
思

い
ま
す
。

河
波 

す
み
ま
せ
ん
、
一
つ
だ
け
質
問
で
す
。
入
門
的
な
質
問

な
の
で
す
が
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
は
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
の

要
素
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
が
入
っ
て
き
て
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
が
成
立

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
パ
ウ
ロ
の
場
合
で
す

と
、
武
藤
一
雄
先
生
が
『
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
』
と
い

う
本
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
パ
ウ
ロ
は
パ
ウ
ロ
で
す
が
、

キ
リ
ス
ト
自
身
に
お
い
て
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
と
い
う
概
念

が
考
え
ら
れ
る
契
機
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
お
聞
き
し

た
い
で
す
。　
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鶴
岡 
神
秘
主
義
を
ど
う
定
義
す
る
か
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
と
し
て
は
、
パ
ウ
ロ
書
簡
や
ヨ
ハ
ネ
文
書
に
ミ

ス
テ
ィ
ー
ク
と
形
容
し
う
る
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
は

じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
り
う
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ

は
神
秘
主
義
と
い
う
言
葉
の
定
義
次
第
だ
と
思
い
ま
す
。

河
波 

た
と
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
伝
の
中
に
「
わ
た
し
は
道
で
あ
り
、

真
理
で
あ
り
、
命
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

ア
レ
テ
イ
ア
と
い
う
言
葉
で
す
ね
、
ア
レ
テ
イ
ア
と
い

う
言
葉
はtruth

で
もW

ahrheit
で
も
な
い
で
す
よ
ね
、

ギ
リ
シ
ャ
語
本
来
の
立
場
か
ら
言
っ
て
、
な
に
か
カ
バ

ー
が
取
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
ね
。
原

始
キ
リ
ス
ト
教
が
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
い
と
し
て
も
、

そ
う
い
う
要
素
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
の
で

す
。

八
木
誠
一 

一
言
い
い
で
す
か
。
本
当
に
こ
れ
は
定
義
の
問
題
だ

と
思
う
ん
で
す
よ
。『
使
徒
パ
ウ
ロ
の
神
秘
主
義
』
と

い
う
研
究
の
歴
史
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
エ
ン
・
ク

リ
ス
ト
ー
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
す
る
ん
で
す
。in 

C
hrist

で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
パ
ウ
ロ
に
た
く
さ
ん
で
て

く
る
の
で
す
。

河
波 

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
で
は
な
い
で
す

け
れ
ど
も
。

八
木
誠
一 

そ
れ
を
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
と
言
う
ん
で
す
よ
。
言
っ
ち

ゃ
う
の
で
す
。
そ
れ
で
エ
ン
・
ク
リ
ス
ト
ー
は
扱
わ
れ

る
ん
で
す
が
、
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
・
エ
ン
は
ほ
と
ん
ど
扱

わ
れ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
セ
ッ
ト
に
し
て
当
然
扱
わ

れ
る
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。
要
す
る
に
中
身
の
問
題
な

ん
で
、
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
と
言
え
ば
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
や
は
り
グ
ノ
ー
シ
ス
と
も
違

い
ま
す
し
、
時
間
が
な
い
の
で
詳
し
い
こ
と
は
言
え
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
。
要
す
る
に
エ
ン
・
ク
リ
ス
ト
ー
を
ミ

ス
テ
ィ
ー
ク
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
身
が
非
常

に
大
事
で
す
。

花
岡 
先
ほ
ど
橋
本
先
生
が
出
さ
れ
た
最
後
の
質
問
に
関
係
し

ま
し
て
、
直
接
に
は
河
波
先
生
と
か
、
竹
村
先
生
か
ら

お
話
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
連
関
し
て
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な
に
が
合
理
的
な
思
考
で
あ
る
の
か
は
、
わ
た
し
は
時

代
地
域
に
よ
っ
て
随
分
変
わ
る
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま

り
、
世
界
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は

こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
常
識
か
ら
外
れ

て
ゆ
く
、
逸
脱
し
て
い
く
動
勢
を
神
秘
主
義
と
よ
ん
で

み
た
い
の
で
す
。
た
だ
し
こ
の
常
識
か
ら
の
逸
脱
は
、

常
識
批
判
の
原
理
を
そ
の
常
識
の
い
わ
ば
外
部
に
据
え

て
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
は
間
違
っ
て
い
て
マ
ル
ク

ス
主
義
が
正
し
い
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
の
地
点
に
立
っ

て
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
と
い
っ
た
か
た
ち
の
も
の

で
は
な
く
て
、
徹
底
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
た
い

た
め
に
常
識
と
し
て
教
え
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理

を
自
分
な
り
に
追
及
し
て
ゆ
く
と
、
当
の
常
識
的
な
物

言
い
か
ら
お
の
ず
と
逸
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
し

た
動
勢
を
言
い
た
い
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
根
源
と
い

う
の
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
は
あ
く
ま
で
キ
リ

ス
ト
教
の
根
源
の
こ
と
で
す
。
な
に
か
キ
リ
ス
ト
教
と

仏
教
に
共
通
す
る
根
源
が
あ
っ
て
そ
こ
に
向
か
っ
て
ゆ

く
と
い
う
捕
ま
え
方
を
わ
た
し
が
し
て
い
る
わ
け
で
は

わ
た
く
し
は
鶴
岡
先
生
に
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
キ
リ
ス
ト
中
心
主
義
と

い
う
と
き
に
、
キ
リ
ス
ト
が
仲
介
者
と
し
て
そ
こ
に
い

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、（
わ
た
く
し
は
非
常
に
面
白

い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
が
、
根
源
へ
の
逸
脱
、
根
源
そ

の
も
の
が
逸
脱
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
十
字

架
の
ヨ
ハ
ネ
は
仲
介
者
と
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を

中
心
に
し
て
い
て
も
最
終
的
に
は
そ
こ
に
は
根
源
へ
の

逸
脱
が
見
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
ご
自
身
に

は
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
そ
こ
ま
で
行
こ
う
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
見
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

鶴
岡 

そ
こ
ま
で
と
は
、
ど
こ
ま
で
で
し
ょ
う
か
。

花
岡 

根
源
へ
の
逸
脱
の
次
元
ま
で
で
す
。

鶴
岡 

根
源
へ
の
逸
脱
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
っ
て
い

た
だ
く
必
要
の
な
い
言
い
方
な
の
で
す
が
、
常
識
か
ら

外
れ
る
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、

そ
の
さ
い
、
な
に
を
も
っ
て
常
識
的
な
理
解
と
す
る
か
、

な
に
が
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
な
の
か
、
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す
。

橋
本 

た
だ
愛
の
対
象
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
人
格
性
が
成
立
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

鶴
岡 

そ
う
で
す
。

橋
本 

そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
は
ほ
ぼ
時
間
に
な
り
ま
し
た

の
で
、
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
こ
こ
で
閉
め
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

は
あ
り
ま
せ
ん
。

花
岡 
人
格
性
と
か
非
人
格
性
が
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
考
え

て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

鶴
岡 

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
で
す
か
。

花
岡 

そ
う
で
す
。

鶴
岡 

そ
う
い
う
問
い
の
た
て
方
は
し
て
な
い
と
思
う
の
で
す

け
れ
ど
も
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
観
念
が
人
格
的
か

ど
う
か
は
、
人
格
性
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
だ

と
思
い
ま
す
。
同
じ
く
、
非
人
格
性
が
何
か
と
い
う
こ

と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
神

は
人
間
と
は
違
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
も
っ

て
お
り
ま
し
ょ
う
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
神
を
世
界
の

創
造
者
、
支
配
者
と
し
て
認
め
て
い
ま
す
し
、
当
時
の

神
学
で
説
か
れ
て
い
た
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
神
観
念
も
彼

は
認
め
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
不
可
欠
な
側
面
と

し
て
、
神
が
愛
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
消
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
対
象
に
な
ら
な
い
神
な

ら
い
ら
な
い
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
感
じ
だ
と
思
い
ま


