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describe. W
hen picturing C

hrist in the w
ay I have 

m
entioned, and som

etim
es even w

hen reading, I used 
unexpectedly to experience a consciousness of the 
presence of G

od of such a kind that I could not possibly 
doubt that he w

as w
ithin m

e or that I w
as w

holly 
engulfed in him

. This w
as in no sense a vision: I believe 

that it is called m
ystical theology. 4

マ
ッ
ギ
ン
は
「
神
の
現
前
の
自
覚(consciousness)

」
と
言

う
に
止
め
、「
神
の
現
前
の
自
覚
の
経
験
～
体
験(experience 5)

」

と
は
し
て
い
な
い
。
が
、
右
の
英
訳
で
は
自
然
にexperience

と
い
う
語
彙
が
使
わ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ジ
ア
こ
そ
は
、「
神
の

現
存
の
自
覚
の
体
験
～
経
験
」
を
語
る
典
型
で
あ
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
箇
所
の
原
文
に
は
、「
経
験

﹁
神
秘
体
験
﹂
の
人
テ
レ
ジ
ア

1

？

現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
研
究
の
代
表
者
の
一
人
、

B
・
マ
ッ
ギ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
史
の
通
覧
を
志
し

た
大
著
の
冒
頭
で
、
彼
の
神
秘
主
義(m
ysticism

)
理
解
の
根
本

概
念
で
あ
る
「
神
の
現
存
の
自
覚(consciousness of the divine 

presence)

」
と
い
う
事
態
を
提
示
す
る
た
め
に
、
ま
ず
ア
ビ
ラ

の
テ
レ
ジ
ア
の
『
自
叙
伝2

』
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る3

。
本
論

の
問
題
意
識
を
示
す
た
め
に
、
マ
ッ
ギ
ン
が
用
い
て
い
る
英
訳

を
掲
げ
る
。

I used som
etim

es, as I have said, to experience in an 
elem

entary form
, and very fleetingly w

hat I shall now
 

ア
ビ
ラ 

の
テ
レ
ジ
ア
の 

「
神
秘
経
験
」
に
お
け
る
主
体
性
の
諸
位
相

鶴
岡
賀
雄
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(experiencia)

」
と
い
う
語
は
登
場
し
な
い
。
直
訳
す
れ
ば
、「
神

の
現
存
の
感
じ
が
私
に
生
ず
る
・
到
来
す
る(venirm

e […
] un 

sentim
iento de la presencia de D

ios)

」
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
上
引
の
英
文
は
自
然
で
あ
り
、
邦
訳
と
し
て
も
、

「
神
の
現
前
の
感
じ
を
経
験
～
体
験
し
ま
し
た
」
と
し
て
問
題
な

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
自
然
に
」
す
べ

り
込
ん
で
き
て
い
る
「
経
験
～
体
験experience

」
と
は
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
。
こ
こ
に
、
い
さ
さ
か
反
省
の
目
を
向
け

た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
のexperience

と
い
う
語
彙
こ
そ
は
、

近
現
代
の
宗
教
思
想
研
究
、
と
く
に
神
秘
主
義
研
究
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
演
じ
、
且
つ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い

て
主
題
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
言
葉
だ
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
宗
教
経
験
」「
神
秘
体
験
」

の
「
内
容
」
に
迫
る
前
に
、
こ
のexperience

と
い
う
語
で
何

が
理
解
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
な
に
ゆ
え
に
、
何
の
た

め
に
、
こ
の
語
彙
が
頻
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
い
っ
た
ん

自
覚
的
に
な
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
と
思
う6

。

で
は
、
テ
レ
ジ
ア
自
身
は
、
自
身
の
「
神
秘
体
験
」
を
ど
の

よ
う
に
受
け
取
り
、
理
解
し
、
ま
た
評
価
し
て
い
た
の
か
。
二

つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

︻
テ
レ
ジ
ア
の
用
法
︼　

テ
レ
ジ
ア
自
身
に
よ
るexperiencia

と
い
う
言
葉
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
彼
女
は
、
い
わ
ゆ
る

神
秘
体
験
、
超
常
的
で
特
異
な
出
来
事
―
―
以
下
、「
体
験
」
の

語
を
こ
の
意
味
で
用
い
る
―
―
と
、
長
い
人
生
経
験
―
―
以
下
、

「
経
験
」
と
記
す
―
―
の
両
方
の
意
味
で
使
う7

。
ど
ち
ら
と
も
定

め
が
た
い
用
例
も
多
い
が
、
お
お
む
ね
後
者
が
主
で
あ
る
と
し

て
よ
い
。
い
わ
ゆ
る
神
秘
体
験
に
つ
い
て
は
、「
恩
寵(gracia)

」

「
恵
み(m

erced)

」
と
い
っ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
念
に
結
び

つ
い
た
語
で
言
う
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、experiencia

は
い

わ
ゆ
る
概
念
化
は
さ
れ
て
は
い
な
い8

。
一
方
、
神
秘
体
験
を
種

別
に
名
指
す
た
め
に
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
語
彙

を
導
入
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
テ
レ
ジ
ア
は
そ
う
し
た
体
験
を
そ
れ
自
体
と
し

て
は
必
ず
し
も
高
く
評
価
し
て
は
い
な
い
。
最
終
的
に
は
、
そ

う
し
た
諸
体
験
が
経
験
の
中
に
統
合
さ
れ
て
、「
経
験
豊
か
な

(m
uy experim

entada)

」
活
動
的
生
に
向
か
う
こ
と
を
以
て
、

キ
リ
ス
ト
教
修
道
生
活
の
完
成
（
＝
完
徳perfección

）、
す
な
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わ
ち
霊
的
婚
姻(m

atrim
onio espiritual)

の
成
就
だ
と
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
の
確
認
が
、
本
稿
の
結
論
と
も
な
る
。

︻
テ
レ
ジ
ア
の
テ
ク
ス
ト
の
性
格
︼　

今
ひ
と
つ
は
、
テ
レ
ジ

ア
の
著
述
活
動
の
根
本
的
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
テ
レ
ジ
ア

は
、「
祈
り
（
念
祷9

）」
の
あ
り
方
の
深
化
を
理
論
的
に
整
理
す
る
、

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
古
典
と
な
る
書
物
を
い
く
つ
も
著
す

の
だ
が
、
そ
れ
は
狭
義
の
神
学
の
言
語
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

十
六
世
紀
の
修
道
女
に
は
、
神
学
が
書
か
れ
る
べ
き
学
術
的
言

語
を
操
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
の
女
性
が
書

く
こ
と
の
で
き
た
ほ
ぼ
唯
一
の
叙
述
ス
タ
イ
ル
は
、
一
人
称
に

よ
る
自
己
報
告
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
テ
レ
ジ
ア
の
著
作
は
、
一

貫
し
て
、「
私
は 

◯ 

◯ 

を
（
実
際
に
）
経
験
～
体
験
し
ま
し
た
。」

と
い
う
形
式
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
テ
レ
ジ

ア
の
言
葉
は
、
徹
底
し
て
、「「
私
」
の
相
の
も
と
に
」
語
ら
れ

て
い
る
。
後
に
一
瞥
す
る
念
祷
の
階
梯
論
も
、
テ
レ
ジ
ア
と
い

う
歴
史
的
身
体
を
備
え
た
個
人
の
「
私
」（
の
経
験
）
に
密
着
し

て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
「
私
」
が
、
論
述
の
真
理
性
を
支
え

て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
テ
レ
ジ
ア
の
テ
ク
ス
ト
は
彼
女

自
身
の
体
験
～
経
験
の
言
語
化
と
の
性
格
を
濃
厚
に
有
す
る
。

そ
し
て
こ
の
、「
自
己
語
り
」
と
い
う
言
葉
の
性
格
こ
そ
が
、

彼
女
の
テ
ク
ス
ト
の
魅
力
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
あ

る
「
わ
か
り
や
す
さ
」
―
―
共
感
可
能
性
―
―
と
、
あ
る
「
わ

か
り
が
た
さ
」
―
―
追
体
験
不
可
能
性
―
―
が
同
時
に
存
在
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
経
験
～
体
験
と
い
う
も
の
の
魅
力
に

も
通
ず
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
の
「
経
験
（
か
ら
）
の
言
語
」

は
、
心
理
学
的
な
い
し
哲
学
的
一
般
概
念
の
普
遍
性
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
敢
え
て
言
え
ば
テ
レ

ジ
ア
と
い
う
「
人
」
自
身
の
語
り
を
、声
を
、聞
く
（
そ
し
て
「
魅

せ
ら
れ
る
」）
と
い
う
か
た
ち
で
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る0

。

こ
こ
に
、
彼
女
の
テ
ク
ス
ト
の
広
義
の
近
代
的
性
格
が
見
て
取

れ
る
だ
ろ
う
。「
自
己
語
り
」
と
し
て
の
自
伝
は
、
優
れ
て
近
代

的
な
著
述
形
式
で
あ
る
。

い
ま
、
テ
レ
ジ
ア
の
著
作
は
基
本
的
に
「
自
己
（
に
つ
い
て

の
・
に
よ
る
）
語
り
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
の
体
験
～
経
験

の
記
述
だ
と
述
べ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
テ
レ
ジ
ア
と

い
う
個
人
に
つ
い
て
の
記
述
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、

神
に
つ
い
て
の
語
り
で
あ
る
（
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ
て
い

る
）。『
自
叙
伝
』
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
最
初
の
主
著Libro 
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de la vida

を
、
テ
レ
ジ
ア
自
身
は
『
神
の
憐
れ
み
の
書(Libro 

de la m
isericordia de D

ios)

』
と
呼
ん
で
い
るa

。
つ
ま
り
、
こ
の

書
の
本
当
の
主
題
は
テ
レ
ジ
ア
（
の
個
人
的
人
生
）
で
は
な
く
、

神
（
の
憐
れ
み
）
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
テ
レ
ジ

ア
に
と
っ
て
は
、
自
分
（
の
人
生
）
に
つ
い
て
叙
述
す
る
こ
と

が
即
ち
、
神
（
の
憐
れ
み
）
に
つ
い
て
語
る
こ
と
だ
っ
た
。
テ

レ
ジ
ア
の
「
私
」
に
つ
い
て
の
語
り
は
す
べ
て
、
本
質
的
に
は
、

テ
レ
ジ
ア
の
「
私
」
に
お
い
て
働
く
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
だ
、

と
の
前
提
の
も
と
に
彼
女
の
著
述
は
な
さ
れ
て
い
る
。

テ
レ
ジ
ア
の
著
作
の
こ
う
し
た
根
本
性
格
を
念
頭
に
、
以
下

で
は
、
お
も
に
彼
女
の
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
自
叙
伝
』
と
、

最
後
の
著
作
と
言
え
る
『
魂
の
城
』
か
ら
、
テ
レ
ジ
ア
の
「
私
」

の
、
つ
ま
り
「
主
体
性
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
を
取
り
出
し
て

み
た
い
。
彼
女
の
め
ざ
す
キ
リ
ス
ト
教
的
完
成
、す
な
わ
ち
「
神

と
の
合
一
」
と
は
、何
か
特
殊
な
（
神
秘
）
体
験
で
あ
る
よ
り
も
、

あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
神
秘
階
梯
の
頂
点
に
お
い
て
初
め
て
実
現

さ
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
彼
女
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
性
の

位
相
に
お
い
て
生
ず
る
諸
体
験
の
蓄
積
で
あ
る
生(vida)

の
経

験
の
全
体
と
し
て
、
最
終
的
に
は
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、お
も
に
『
自
叙
伝
』
を
題
材
に
、

自
ら
の
体
験
・
経
験
を
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
お
け
る
「
私
」

の
諸
位
相
に
着
目
す
る
（
第
2
節
）。
続
い
て
、
お
も
に
『
魂
の

城
』
の
神
秘
階
梯
説
を
主
題
と
し
て
、「
水
晶
の
城
」
の
イ
メ
ー

ジ
の
下
に
語
ら
れ
る
階
梯
説
が
も
つ
主
体
性
把
握
の
特
徴
を
取

り
出
し
て
み
た
い
。（
第
3
節
）。

︻
テ
レ
ジ
ア
の
人
生
︼　

そ
の
前
に
、
テ
レ
ジ
ア
と
い
う
人
が

実
際
に
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
っ
た
の
か
、
ご
く
簡
単
に
見
て

お
く
こ
と
と
す
る
。

ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
と
通
称
さ
れ
る
こ
の
女
性
は
、

一
五
一
五
年
に
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
地
方
の
古
都
ア
ビ
ラ
に
生
ま
れ

た
。
本
名
は
テ
レ
サ
・
デ
・
セ
ペ
ダ
・
イ
・
ア
ウ
マ
ダ
、
祖
父

の
代
に
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ベ
ル
ソ
の
血

筋
で
、
異
母
兄
二
人
、
異
母
姉
一
人
、
兄
弟
七
人
、
妹
一
人

が
い
た
。
比
較
的
豊
か
な
家
庭
だ
っ
た
。『
自
叙
伝
』
に
よ
れ

ば
、
流
行
の
騎
士
道
小
説
に
熱
中
し
た
り
、
活
発
な
少
女
時
代

を
過
ご
す
が
、
一
六
歳
の
と
き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
会
の
女
子

修
道
院
に
寄
宿
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
修
道
生
活
へ
の
あ
こ
が
れ
を

強
め
る
。
病
気
が
ち
だ
っ
た
た
め
一
時
実
家
に
戻
る
が
、
結
局
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一
五
三
六
年
（
二
一
歳
）
で
カ
ル
メ
ル
会
に
入
会
、
翌
年
正
式

な
修
道
女
と
な
る
。
そ
こ
で
の
修
道
名
が
「
イ
エ
ズ
ス
の
テ
レ

ジ
ア
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
原
因
不
明
の
体
調
不
良
―

―
現
代
の
視
点
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
心
身
症
的
症
状
と
見
え
る
―

―
は
強
ま
り
、
転
地
療
法
な
ど
も
重
ね
る
が
好
転
せ
ず
、
一
時

四
日
間
ほ
ど
人
事
不
省
に
陥
っ
て
終
油
の
秘
蹟
ま
で
受
け
た
。

二
七
歳
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
回
復
す
る
が
、
身
心
の
不
調
は
そ
の

後
も
長
く
続
く
。
こ
の
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
オ
ス
ナ

の
『
霊
性
生
活
初
歩
第
三
篇
』 

を
読
みb

、
い
わ
ゆ
る
内
面
の
祈

り
（「
念
祷
」）
に
目
覚
め
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
霊
的
修
練
を

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
実
践
で
き
る
修
道
生
活
の
追
求
が
、
の
ち
に
彼

女
を
修
道
会
の
改
革
運
動
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

気
質
的
な
性
向
に
由
る
の
だ
ろ
う
か
、、
二
十
代
の
頃
か
ら

い
わ
ゆ
る
神
秘
体
験
に
類
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
テ

レ
ジ
ア
の
魂
が
は
っ
き
り
と
し
た
霊
的
歩
み
を
刻
み
始
め
る
の

は
三
十
代
の
終
わ
り
か
ら
だ
っ
た
。
一
五
五
七
年
、
三
九
歳
の

と
き
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
を
読
ん
で
我
が
こ

と
の
よ
う
な
感
動
を
受
け
、
同
年
、
あ
る
修
道
院
で
見
た
キ
リ

ス
ト
像
に
衝
撃
を
受
け
て
改
心
し
た
と
さ
れ
る
（cf. v. cap.9

）。

こ
の
こ
ろ
か
ら
念
祷
の
境
地
が
深
ま
り
始
め
、
豊
か
な
霊
的
体

験
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
五
五
六
年
（
四
一
歳
）
で
、「
霊

的
婚
約
」
の
段
階
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
。
修
道
院
改
革
運
動
を

企
画
し
始
め
る
の
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
霊
的
体

験
は
修
道
院
の
指
導
者
た
ち
の
関
心
を
よ
び
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
報
告
を
文
書
の
か
た
ち
で
提
出
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
「
自
己
語
り
」
が
処
女
作
『
自
叙
伝
』
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

一
五
六
二
年
、
改
革
運
動
の
最
初
の
拠
点
と
し
て
、
ア
ビ
ラ

に
聖
ヨ
セ
フ
（
サ
ン
・
ホ
セ
）
修
道
院
の
設
立
が
認
め
ら
れ
、

修
院
長
に
就
任
。
同
年
に
『
自
叙
伝
』
の
初
稿
が
成
る
。
こ
う

し
て
、
四
十
代
の
半
ば
に
し
て
、
修
道
会
改
革
者
に
し
て
霊

的
著
述
家
と
し
て
の
テ
レ
ジ
ア
が
誕
生
す
る
。
以
後
、
生
涯
を

通
じ
て
ス
ペ
イ
ン
各
地
に
十
四
の
修
道
院
を
開
設
す
る
「
活

動
的
生
」
を
送
る
こ
と
と
な
る
。
著
作
と
し
て
は
、
上
述
の

『
自
叙
伝
』(1562–1565)

、『
魂
の
城
』（1577

）
の
他
、『
完
徳

の
途(C

am
ino de perfección)

』(1566, 1573)

、『
創
立
史(Las 

fundaciones)

』(1576)

の
四
つ
が
主
著
で
あ
る
。
他
に
、「
霊

的
報
告(Relaciones)

」
六
七 

篇
、『
神
愛
論(C

onceptos del 

am
or de D

ios)
』(1566, 1574)

、
そ
の
他
の
小
編
が
あ
る
。
書
簡
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も
四
四
一
通
が
残
さ
れ
て
お
り
、
修
道
会
改
革
者
と
し
て
多
方

面
の
人
々
と
（
国
王
フ
ェ
リ
ペ
二
世
ま
で
含
む
）
実
務
的
、
実

際
的
活
動
を
続
け
た
経
緯
が
読
み
取
れ
る
。

修
道
会
改
革
が
成
功
す
る
ま
で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
苦
労
軋
轢

が
あ
っ
た
が
（
一
五
七
五
年
に
は
セ
ビ
リ
ャ
の
異
端
審
問
所
に

告
発
さ
れ
て
い
る
）、
一
五
六
二
年
こ
ろ
か
ら
男
子
に
も
改
革
運

動
を
広
げ
―
―
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
そ
の
最
初
の
参
画
者
の
一

人
―
―
、
晩
年
に
は
大
方
か
ら
の
評
価
が
確
立
し
て
、
聖
女
と

の
評
判
を
得
て
い
た
。
一
五
八
◯
年
に
は
テ
レ
ジ
ア
の
改
革
派

が
跣
足
カ
ル
メ
ル
会
と
し
て
独
立
す
る
。
一
五
八
二
年
、
修
道

院
巡
察
の
旅
の
途
次
、
ア
ル
バ
・
デ
・
ト
ル
メ
ス
で
病
を
得
、

同
地
で
没
す
る
が
、
す
で
に
遺
体
は
聖
遺
物
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

没
後
ほ
ど
な
く
、
当
時
の
大
学
者
ル
イ
ス
・
デ
・
レ
オ
ン
の
編

で
最
初
の
著
作
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
一
五
八
八
年
）。

﹃
自
叙
伝
﹄
の
問
題;

体
験
す
る
私
か
ら
著
述
す
る
私
ま
で

上
記
の
よ
う
に
、
テ
レ
ジ
ア
の
著
作
は
、
長
上
の
命
令
に
よ

っ
て
書
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
彼
女
は
著
述
家

と
し
て
成
熟
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
著
作
自
体
の
中

で
、「
ど
の
よ
う
に
書
け
ば
よ
い
の
か
」
に
つ
い
て
の
逡
巡
、
苦

し
み
を
頻
繁
に
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
が
彼
女
の
テ

ク
ス
ト
の
文
体
上
の
一
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
書
く
べ
く
命
じ

ら
れ
た
体
験
な
い
し
経
験
が
本
来
的
に
言
語
化
し
難
い
も
の
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
側
面
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
テ
レ
ジ

ア
に
お
け
る
言
語
化
以
前
の
「
体
験
そ
の
も
の
」
と
、
そ
の
言

語
に
よ
る
表
現
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
体
験
す
る
私
」
と
し
て
の
主
体
が
、

「
著
述
す
る
私
」
へ
と
展
開
な
い
し
成
長
す
る
過
程
と
し
て
、
体

験
と
言
語
と
の
関
係
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
テ
レ
ジ
ア
は
、こ
の「
体
験
す
る
私
」と「
著
述
す
る
私
」

の
間
に
、「（
体
験
を
）
理
解
す
る
私
」
と
い
う
位
相
を
想
定
し

て
い
る
。「
主
が
賜
物(m

erced)

〔
と
し
て
の
神
秘
体
験
〕
を
与

え
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
一
つ
の
賜
物
で
あ
り
、
そ
れ
が
何
の
賜

物
、
何
の
恩
寵(gracia)

で
あ
る
か
を
〔
私
が
〕
理
解
す
る
こ

と(entender)

は
〔
こ
れ
と
は
〕
別
の
賜
物
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
〔
他
の
人
に
〕
語
り(decir)

理

解
さ
せ
る(dar a entender)

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
た
別
の

賜
物
で
す
」[v. 17,5]
、
と
彼
女
は
言
う
。
そ
し
て
上
記
し
た
よ



74 

う
に
、
テ
レ
ジ
ア
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
「
私
」
の
諸
位
相

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
神
と
の
な
ん
ら
か
の
「
合
一
」
が
成

立
し
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
彼
女
の
神
秘
思

想
の
特
徴
が
あ
る
。
以
下
で
は
、こ
の「
体
験
・
経
験
す
る
こ
と
」、

「（
体
験
を
）
理
解
す
る
こ
と
」、「（
体
験
を
）
記
述
す
る
こ
と
」

と
い
う
三
層
に
お
い
て
、
テ
レ
ジ
ア
の
主
体
性
と
神
の
主
導
性

が
ど
の
よ
う
に
「
合
一
」
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
見
定
め

て
い
き
た
い
。

︻
体
験
自
体
︼　

で
は
テ
レ
ジ
ア
の
神
秘
体
験
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。
彼
女
は
き
わ
め
て
多
様
多
彩
な
体
験
や
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
典
型
的
な
叙
述
を
掲
げ
て
み
る
。

「
光
栄
あ
る
聖
ペ
テ
ロ
の
祝
日
〔
一
五
六
〇
年
六
月
二
九
日

か
〕、
念
祷
を
し
て
い
ま
す
と
、
自
分
の
そ
ば
に
キ
リ
ス
ト

を
見
ま
し
た(ví)

、
む
し
ろ
感
じ
ま
し
た(sentí)

。
と
い
う

の
も
肉
体
の
目
で
も
魂
の
目
で
も
何
か
を
見
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
た
だ
、彼
が
私
の
す
ぐ
そ
ば
に
お
ら
れ
、

私
に
語
り
か
け
ら
れ
た
方
が
彼
で
あ
る
の
が
わ
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
、
私
は
こ
の
よ
う
な
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン(visión)

が
あ
り
う
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、
は
じ
め
非
常
な
恐
怖
に
捕
わ
れ
、
た

だ
泣
く
ば
か
り
で
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
が
私
を
安
心
さ
せ

る
た
め
に
た
っ
た
一
言
お
っ
し
ゃ
っ
た
だ
け
で
、
い
つ
も

ど
お
り
の
平
静
と
喜
び
を
と
り
も
ど
し
、
少
し
も
恐
ろ
し

く
な
く
な
り
ま
し
た
。
私
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
い

つ
も
私
の
傍
ら
を
歩
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た

が
、
想
像
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
の
で
、
ど
ん
な
姿
で

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
は
い
つ
も
私

の
右
側
に
お
ら
れ
、
そ
し
て
私
の
す
る
す
べ
て
の
証
人
と

な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
た
い
へ
ん
は
っ
き
り
感
じ
ま
し

た
。」[v. 27, 2]

テ
レ
ジ
ア
は
『
自
叙
伝
』
を
書
い
た
時
点
（
一
五
六
五
年
）

で
は
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
「
肉
体
的(corporal)

」、「
想
像
的

(im
aginaria)

」、「
知
的(inte1ectual)

」
に
三
分
す
る
理
論
を
身

に
つ
け
て
い
た
。
肉
体
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
は
、
他
の
物
体
と
同

じ
仕
方
で
肉
眼
で
見
え
る
も
の
、
想
像
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
は
、

肉
眼
と
は
異
な
る
が
、
何
ら
か
の
視
覚
的
な
い
し
感
覚
的
表
象

を
伴
っ
て
「
見
え
る
」
も
の
で
あ
り
、
さ
い
ご
の
知
的
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
は
、
一
切
の
形
象
性
を
欠
い
た
、
し
か
し
確
実
な
臨
在
性
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を
伴
っ
た
高
度
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
真
っ
暗
な

部
屋
で
誰
か
と
一
緒
に
居
る
と
き
、
視
覚
的
に
は
何
も
見
え
な

い
け
れ
ど
も
、
確
か
に
そ
の
人
が
い
ま
こ
こ
に
現
存
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
感
じ
る
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
知
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
類
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
得
た
時
点
で
は
、
彼
女
は
、

こ
う
し
た
理
論
も
知
ら
ず
、た
だ
体
験
の
直
接
的
確
実
性
は
「
感

じ
」
つ
つ
、
そ
れ
が
何
か
「
理
解
す
る(entender)

」
こ
と
―
―

つ
ま
り
自
分
の
世
界
了
解
の
中
に
位
置
づ
け
て
納
得
す
る
こ
と
、

―
―
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

「
た
だ
ち
に
私
は
、
ひ
ど
く
つ
ら
い
思
い
で
、
こ
の
こ
と
を

聴
罪
神
父
様
に
報
告
に
行
き
ま
し
た
。
彼
は
、
私
が
ど
ん

な
姿
で
主
を
見
る
の
か
と
尋
ね
ま
し
た
。
私
は
、
そ
れ
は

見
え
な
い
と
申
し
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
キ
リ
ス

ト
だ
と
わ
か
る
の
か
と
彼
は
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
ど

う
い
う
ふ
う
に
し
て
か
は
知
ら
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
が
私

の
そ
ば
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
、
私
に
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
し
感
じ
ま
し
た
、

と
申
し
ま
し
た
。」[v. 27, 3]

が
、
指
導
の
神
父
は
テ
レ
ジ
ア
の
言
う
こ
と
を
「
理
解
」
で

き
な
い
。
自
身
が
そ
う
し
た
体
験
を
も
た
な
い
か
ら
だ
と
、
テ

レ
ジ
ア
は
の
ち
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
し
か
し
当
時
は
ま

だ
自
分
で
も
自
ら
の
体
験
が
何
な
の
か
理
解
で
き
て
い
な
い
。

た
め
に
彼
女
は
、
体
験
自
体
の
疑
い
得
な
い
確
実
性
と
、
そ
の

理
解
不
能
性
、
さ
ら
に
説
明
不
能
性
の
狭
間
に
あ
っ
て
苦
し
む

こ
と
と
な
る
。「
体
験
す
る
私
」
は
「（
体
験
を
）
理
解
す
る
私
」

と
は
位
相
が
異
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
乖
離
の
克
服
が
彼
女
の

大
き
な
課
題
と
な
る
。

︻
体
験
を
理
解
す
る
体
験
︼
こ
の
課
題
は
、
や
は
り
神
の
「
恵

み
」
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。『
自
叙
伝
』
を
書
き
上
げ
た
時
点

で
は
、
彼
女
は
自
ら
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
体
験
・
神
秘
体
験
を
理
解

で
き
、
後
に
見
る
よ
う
な
祈
り
の
階
梯
論
も
築
く
こ
と
が
で
き

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
書
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
自

ら
の
体
験
が
何
な
の
か
、
そ
の
意
味
・
意
義
が
理
解
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
テ
レ
ジ
ア
に
と
っ
て
は
、
そ
の

理
解
自
体
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。「
何
か
が
わ

か
る
」
こ
と
も
、
一
つ
の
体
験
な
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
体
験
だ
っ
た
の
か
。
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テ
レ
ジ
ア
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
上
に
見
た
よ
う
な
個
別
の
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
「
理
解
」
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
何
ら

か
の
体
験
と
し
て
語
ら
れ
る
箇
所
は
な
い
よ
う
だ
が
、
彼
女
に

と
っ
て
神
的
真
理
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
究
極
的
に
ど

の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
か
を
窺
わ
せ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、『
自
叙

伝
』
の
最
終
章
―
―
こ
の
章
は
、
彼
女
が
得
た
さ
ま
ざ
ま
な
神

秘
体
験
の
集
成
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
―
―
に
見
出
さ
れ
る
。

「
あ
る
と
き
、
念
祷
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
自
分
の
う
ち
に

と
て
も
大
き
な
歓
び
を
感
じ
ま
し
た
。〔
…
〕
私
の
魂
は
い

っ
そ
う
強
く
愛
に
燃
え
た
ち
、
名
状
し
が
た
い
霊
の
恍
惚

(arrebatam
iento de espíritu)

に
と
ら
わ
れ
ま
し
た
。
前
に

幾
度
か
理
解
す
る
こ
と
の
あ
っ
た
あ
の
御
稜
威(m

ajestad)

に
浸
さ
れ
満
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
こ
の

御
稜
威
の
な
か
で
、
あ
る
真
理
そ
の
も
の(una verdad)
を

理
解
す
る
〔
恵
み
〕
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
あ

ら
ゆ
る
真
な
る
事
柄(todas las verdades)

の
完
成
充
満

(cum
plim

iento)

で
す
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
か
は
言

う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
何
も
見
な
か
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
こ
で
私
に
言
葉
が
語
ら
れ
ま
し
た
。
誰
が
そ
れ
を

言
っ
た
の
か
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
た
し
か
に
、
真

理
〔
で
あ
る
御
方
〕
ご
自
身
で
あ
る
こ
と
が
た
し
か
に
わ

か
り
ま
し
た(bien entendí ser la m

ism
a verdad)

。〔
…
〕」

[v. 40,1]

こ
こ
で
は
、「
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
一
つ
の
体
験

と
し
て
取
り
出
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

の
内
容
は
、「
真
理
そ
の
も
の
」
な
の
だ
か
ら
、
具
体
的
な
何

か
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
真
理
を
理
解
す
る
と
い

う
こ
と
自
体
の
形
象
化
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
テ
レ

ジ
ア
に
と
っ
て
理
解
す
る(entender)

と
い
う
こ
と
の
真
義
は
、

個
々
の
真
な
る
事
柄
の
真
理
性
そ
の
も
の
が
何
ら
か
体
験
的
に

彼
女
に
臨
む
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
真
理
は
キ
リ
ス
ト
と

し
て
人
格
化
さ
れ
て
も
い
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
彼
女
に
現

れ
る
キ
リ
ス
ト
は
「
真
理
そ
の
も
の
」
な
の
で
も
あ
る
。
次
に

引
く
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
こ
の
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。

「
あ
る
と
き
、
一
同
と
小
時
課
を
唱
え
て
お
り
ま
す
と
、
突

然
魂
が
深
い
潜
心
に
入
り
、
魂
の
全
体
が
、
裏
も
端
も
上

も
下
も
、
す
べ
て
照
り
輝
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
と
て
な
い
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明
澄
な
鏡
で
あ
る
か
に
見
え
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
中
心

に
、
私
が
い
つ
も
見
る
姿
で
我
ら
が
主
な
る
キ
リ
ス
ト
が

私
に
現
れ
て
い
ま
し
た(se m

e representó)

。
私
の
魂
の
す

べ
て
の
部
分
に
、
鏡
に
映
る
よ
う
に
は
っ
き
り
と
彼
が
見

え
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
鏡
も
ま
た
、

ど
の
よ
う
に
し
て
か
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
全
体
が
主
キ
リ

ス
ト
の
う
ち
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
し
た(se esculpía 

todo en el m
ism

o Señor)

。
そ
れ
は
、〔
…
〕
愛
に
み
ち
み

ち
た
交
わ
り(una com

unicación

〔…
〕m
uy am

orosa)

に

よ
る
こ
と
で
す
。」[v., 40, 5]

こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
真
理
と
理
解
す

る
「
私
」
が
明
鏡
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
重
な
っ
て
い
る
。
あ

る
意
味
で
は
「
私
（
の
魂
）」
自
身
が
、
真
理
が
や
ど
る
場
所
と

し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
テ
レ
ジ
ア
に
と
っ
て
理
解

す
る
体
験
と
は
最
終
的
に
は
、
真
理
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
合
一

す
る
こ
と
だ
っ
た
。

だ
が
、
こ
こ
で
興
味
深
い
論
点
を
加
え
て
お
き
た
い
。
真
理

そ
の
も
の
の
理
解
が
与
え
ら
れ
る
以
前
に
、
彼
女
が
「
理
解
す

る
私
」
と
な
る
に
は
、
他
者
に
よ
っ
て
「
理
解
さ
れ
る
」
と
い

う
経
験
が
事
実
と
し
て
不
可
欠
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
女
が
自
分
の
体
験
を
理
解
で
き
る
た
め
に
は
、
彼

女
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
く
れ
る
優
れ
た
修
道
者
と
の
出
会

い
が
重
要
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ア
ル
カ
ン
タ
ラ
の
ペ
テ
ロc

と

の
出
会
い
に
つ
い
て
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
そ
れ
で
私
は
彼
に
、
で
き
る
だ
け
明
確
に
、
私
の
生
涯
の

要
約
と
念
祷
の
や
り
方
と
を
語
り
ま
し
た
。
私
は
私
の
魂

の
こ
と
を
報
告
す
る
方
々
に
は
、
い
つ
も
ま
っ
た
き
明
確

さ
と
真
実
さ
を
以
て(con toda claridad y verdad)

お
話
し

す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
か
ら
。
で
す
か
ら
私
は
、〔
霊

的
体
験
に
際
し
て
魂
に
反
射
的
に
生
ず
る
〕
最
初
の
動
き

(prim
eros m

ovim
ientos)

ま
で
も
包
み
隠
さ
ず
打
ち
明
け

よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
多
少
と
も
疑
わ
し
い
こ
と
、

不
確
か
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
自
分
に
不
利
な
理
由
を
挙

げ
て
論
じ
も
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
私
は
、
何
の
隠
す
と

こ
ろ
な
し
に
、
私
の
魂
の
あ
り
様
を
彼
に
語
り
ま
し
た
。 

 
私
は
彼
が
、
も
う
ほ
と
ん
ど
最
初
か
ら
、
ご
自
身
の
経
験

に
よ
っ
て
私
を
理
解
し
て
く
だ
さ
っ
た( m

e entendido por 

experiencia)
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
こ
そ
私
が
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ず
っ
と
必
要
と
し
て
い
た
す
べ
て
な
の
で
す
。
と
い
う
の

も
、
当
時
の
私
は
、
今
の
よ
う
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
理
解

し
て( entender)

語
る( decir)

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

か
ら
。
主
は
、
私
に
賜
る
こ
れ
ら
の
恩
寵
を
私
が
理
解
し
、

か
つ
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
〔
恵
み
〕
を
ま
だ
私
に

お
与
え
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
私
〔
の

体
験
〕
を
完
全
に
理
解
し
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
か
を

解
説
し
て
下
さ
る
方
に
は
、
そ
の
方
自
身
そ
う
し
た
こ
と

を
経
て
い
る
〔
体
験
し
て
い
る
〕( hubiese pasado)

こ
と
が

必
要
な
の
で
し
た
。
彼
は
私
に
た
い
へ
ん
大
き
な
光
を
与

え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
私
は
、
少
な
く
と
も
想

像
的
で
な
い
〔
知
性
的
〕
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
が
い
っ
た
い
何
な
の
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
し
、

ま
た
魂
の
目
で
見
る
〔
想
像
的
〕
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、

ど
う
し
て
そ
れ
が
可
能
な
の
か
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思

え
て
い
ま
し
た
。
前
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
肉
体
の
目

で
見
る
〔
物
体
的
〕
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
だ
け
が
大
事
に
す
べ
き

も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

は
私
は
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。」[ v. 30, 3–4]

体
験
の
理
解
と
い
う
地
平
に
お
い
て
、
他
者
と
の
関
わ
り
が

事
実
と
し
て
不
可
欠
だ
っ
た
点
は
重
要
だ
ろ
う
。
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

自
体
は
、
言
わ
ば
神
と
テ
レ
ジ
ア
の
ふ
た
り
だ
け
の
「
愛
に
み

ち
た
交
わ
り
」
の
地
平
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
ら

ゆ
る
言
葉
も
知
性
・
理
解
力
も
不
要
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
知
性
・
理
解
力(entendim

iento)

」
の
作
動
す
る
地
平
は
、
す

で
に
何
ら
か
人
間
ど
う
し
の
公
共
性
の
地
平
で
あ
る
。
真
理
は

一
人
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
同
じ
真
理
が
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
真
理
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
自
分
（
の
言
う
こ
と
）
が
他
人
に

理
解
さ
れ
る
、
肯
わ
れ
肯
ん
じ
ら
れ
る
、
保
証
さ
れ
る
こ
と
を

要
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
真
理
が
人
間
的
水
準
で
の
他
律

だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
真
理
と
い
う
こ
と
の
本
質
的
公
共
性

に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
（
広
義
の
）
理
解
の
地
平
は
、
当
の
体
験
に
対
し
て
外

的
に
加
え
ら
れ
る
説
明
の
受
け
入
れ
、
つ
ま
り
、
既
に
成
立
し

て
い
る
世
界
了
解
の
枠
組
み
の
中
に
、
当
の
体
験
を
整
合
的
に

取
り
込
む
と
い
っ
た
こ
と
と
は
異
な
る
。
テ
レ
ジ
ア
は
、
上
引

の
よ
う
に
、
こ
の
「
理
解
が
成
立
す
る
」
と
い
う
事
態
自
体
も
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神
の
恵
み
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
理
解
が
「
与
え
ら
れ
る
」

と
い
う
受
動
的
体
験
で
あ
る
。
真
理
が
「
わ
か
る
」
と
い
う
出

来
事
は
、（
私
が
）「
能
動
的
に
理
解
す
る
」
と
い
う
よ
り
も
、「
解

ら
せ
ら
れ
る
」
受
動
態
な
の
で
あ
り
、
そ
の
理
解
の
真
理
性
の

保
証
は
神
に
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
他
者
と
の
相
互
理
解
の

地
平
に
お
い
て
は
、
理
解
し
合
う
二
人
が
帰
属
す
る
特
定
の
伝

統
に
培
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
実
定
的
な
言
葉
、
説
明
の
た
め
の

概
念
が
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
蓄
積
さ
れ
作
動
し
て
い
る

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

︻
体
験
を
書
け
る
体
験
︼　

理
解
で
き
る
こ
と
と
、
言
葉
に
よ

っ
て
適
切
に
言
い
う
る
こ
と
も
ま
た
異
な
る
。
だ
か
ら
テ
レ
ジ

ア
は
、
い
つ
も
「
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
う
ま
く
言
う
」
た
め

に
苦
し
む
こ
と
と
な
る
。

「〔
…
〕
主
が
霊
〔
霊
感
〕(espíritu)

を
賜
わ
る
時
は
、容
易
に
、

よ
り
上
手
く
書
け
ま
す
。
目
の
前
に
手
本
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
写
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
け
れ
ど
も
霊
感
が
な

く
な
り
ま
す
と
、
長
年
や
っ
て
き
た
念
祷
の
こ
と
で
す
の

に
、
言
っ
て
み
れ
ば
ア
ラ
ビ
ア
人
の
言
葉
を
聞
い
て
い
る

よ
う
に
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
書
く
と
き
に
こ
う
し
た
〔
霊
感
の
〕
状
態
に
あ

る
こ
と
は
た
い
へ
ん
な
利
点
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
を
言
う
の
は
私
で
は
な
い
こ
と
、
理
解
力
を
働
か
せ

て
そ
れ
を
整
え
る
の
は
私
で
は
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
わ

か
り
ま
す
か
ら
。
書
い
た
後
で
は
、
自
分
が
ど
う
し
て
そ

れ
を
う
ま
く
言
え
た
の
か
さ
え
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し

た
こ
と
が
と
て
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
あ
り
ま
し
た
。」[v., 14, 8]

「
こ
の
最
後
の
も
の
〔
念
祷
の
第
四
段
階
と
さ
れ
る
「
合
一

の
祈
り
」〕
に
つ
い
て
書
き
始
め
ま
し
た
時
、
仕
事
を
続
け

る
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
を
話
す
よ
り
も
っ
と
不
可
能
に
思

え
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
そ
れ
は
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
で
、
仕
事
を
中
止
し
て
聖
体
拝
領
に
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
無
知
な
者
を
助
け
て
く
だ
さ
る
主
は
祝
福
せ

ら
れ
た
ま
え
！　

お
お
従
順
の
徳
よ
、
汝
は
万
事
を
可
能

に
す
る
！　

神
は
私
の
理
解
力
を
照
ら
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
あ
る
と
き
は
〔
書
く
べ
き
〕
言
葉
を
く
だ
さ
り
、
あ

る
と
き
は
ど
う
書
い
た
ら
よ
い
か
を
目
の
前
に
示
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。〔
…
〕
私
が
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
ま

た
知
ら
な
い
こ
と
を
、
主
御
自
ら
が
語
ろ
う
と
さ
れ
て
い
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る
か
に
思
え
ま
す
。」[v. 18, 8]

書
け
る
こ
と
も
、一
つ
の「
恵
み
」な
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

ふ
さ
わ
し
く
「
書
け
た
」
と
き
、
そ
の
「
書
く
私
」
は
な
ん
ら

か
神
と
合
一
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
彼
女
の
言
葉
は
神
に
由

来
す
る
絶
対
的
権
威
を
も
つ
。

「
私
が
言
う
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ま
っ
た
き
真
理(entera 

verdad)

で
す
。
そ
れ
で
、〔
こ
の
書
の
中
に
あ
る
〕
善
い
も

の
は
神
の
教
え
で
す
。
悪
い
も
の
は
、
明
ら
か
に
、
悪
の

大
海
で
あ
る
私
の
も
の
で
す
。」[v. 18, 8]

「
私
が
こ
こ
に
書
い
て
い
る
多
く
の
こ
と
は
私
の
頭
か
ら
引

き
出
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
天
上
の
師
が
そ

れ
を
書
き
取
ら
せ
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
と
り
わ
け
『
私

は
こ
う
聞
い
た
』
と
か
『
主
が
私
に
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
』

と
か
私
が
は
っ
き
り
言
う
と
き
に
は
、
た
っ
た
一
音
節
で

も
そ
こ
に
加
え
た
り
省
い
た
り
し
な
い
よ
う
細
心
の
注
意

を
払
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、〔
御
言
葉
を
〕
全
部
正
確

に
覚
え
て
い
な
い
時
は
、
そ
れ
は
私
か
ら
の
も
の
と
し
て

(com
o de m

í)

言
わ
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
幾
分
か
は
や
は
り

私
か
ら
の
も
の
で
し
ょ
う
か
ら
。
で
す
が
、
私
は
善
い
も

の
は
私
の
も
の(m

ío)

と
は
呼
び
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
私
の

内
に
は
、
主
が
私
に
何
の
値
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
の
に
お

与
え
下
さ
っ
た
も
の
の
ほ
か
、
善
い
も
の
な
ど
な
い
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
た
だ
し
、
啓
示
に
よ
っ
て

理
解
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
言
葉
は
、
私
か
ら
の
言

葉(dicho de m
í)

と
呼
び
ま
す
。」[v. 39, 8]

。

こ
の
よ
う
に
書
く
テ
レ
ジ
ア
は
、「
神
の
言
葉
」
を
直
接
人
々

に
伝
え
る
巫
女
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
テ

レ
ジ
ア
に
お
け
る
「
語
る
私
」「
書
く
私
」
は
、「
理
解
す
る
私
」

の
位
相
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
テ
レ
ジ
ア
の
言
葉
は
、
端

的
に
神
の
言
葉
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
書
く
恩
寵

を
神
か
ら
得
た
「
書
く
主
体
・
語
る
主
体
」
た
る
テ
レ
ジ
ア
の

著
述
で
あ
る
。
テ
レ
ジ
ア
の
テ
ク
ス
ト
の
著
者(author)

は
あ

く
ま
で
人
間
で
あ
る
テ
レ
ジ
ア
で
あ
り
、
そ
の
い
わ
ば
著
作
権

(authorship)

は
彼
女
に
帰
属
す
る
。
テ
レ
ジ
ア
は
一
人
の
近
代

的
著
述
家
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
こ
そ
、
テ
レ
ジ
ア

の
著
作
は
現
代
的
意
義
を
持
つ
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
な
る
が
故
に
ま
た
、
テ
レ
ジ
ア
の
こ
う
し
た
神
秘

体
験
叙
述
が
「
神
と
の
合
一
」
を
大
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
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彼
女
自
身
の
不
断
の
強
調
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
を
回
避

し
、
彼
女
の
体
験
を
何
ら
か
心
理
学
的
な
出
来
事
と
し
て
説
明

す
る
可
能
性
も
ま
た
こ
こ
に
は
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

し
て
多
く
の
近
現
代
的
読
解
は
、
テ
レ
ジ
ア
の
言
葉
を
心
理
学

的
分
析
の
デ
ー
タ
と
し
て
扱
い
、
も
は
や
「
神
学
」
で
は
な
い

「
人
間
学
」
的
な
一
般
理
論
を
構
築
し
て
、
そ
の
中
で
処
理
し
よ

う
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
テ
レ
ジ
ア
の
魂
の
出
来
事
が
「
即
ち
」

神
の
憐
れ
み
の
働
き
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
が
困
難
に
な
り
、

「
自
己
語
り
「
即
」
神
語
り
」
で
あ
る
は
ず
の
テ
レ
ジ
ア
の
著
述

は
、「
テ
レ
ジ
ア
と
い
う
人
間
の
魂
」
の
叙
述
と
し
て
の
み
読
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。「
神
学
と
し
て
の
自
己
語
り
」
が
、

「
人
間
学
と
し
て
の
自
伝
」
と
し
て
読
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る

経
路
が
こ
こ
に
あ
る
。

﹃
魂
の
城
﹄
の
問
題:

私
の
多
層
性

こ
う
し
て
、『
自
叙
伝
』
を
書
く
主
体
と
な
っ
た
テ
レ
ジ
ア
は
、

神
と
の
合
一
に
至
る
ま
で
の
念
祷
の
階
梯
論
を
一
般
理
論
と
し

て
、
つ
ま
り
誰
に
で
も
適
用
さ
れ
る
公
共
的
真
理
と
し
て
構
築

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
、
そ
の
理
論
の
中
で
、
魂
の
「
主

体
性
」は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。私
見
で
は
、

魂
の
体
験
の
諸
相
の
進
展
深
化
と
し
て
の
階
梯
論
が
、
あ
る
種

の
空
間
的
な
い
し
場
所
的
構
造
の
も
と
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
根
本
的
特
徴
が
あ
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
そ

の
概
要
を
紹
介
し
て
お
く
。

『
自
叙
伝
』
で
は
、「
果
樹
園
の
灌
漑
」
の
比
喩
に
よ
る
四
つ

の
祈
り
の
段
階
が
語
ら
れ
る[v., cap. 10–20]

。

1

念
祷
の
第
一
段
階
、
初
心
者
の
そ
れ
は
、
桶
で
水
を
汲
ん

で
人
力
で
果
樹
園
に
水
を
や
る
方
法
に
例
え
ら
れ
る
。
労
は
多

い
が
効
果
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。

2

念
祷
に
進
歩
を
み
た
第
二
の
段
階
で
は
、「
ノ
リ
ア
」
と

い
う
水
汲
み
装
置
を
井
戸
に
設
置
し
て
ロ
バ
に
回
さ
せ
る
や
り

方
に
準
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
人
力
は
ほ
と
ん
ど
要
ら
な
く
な

り
、
効
果
は
格
段
に
大
き
く
な
る
。
こ
の
段
階
で
の
祈
り
は

「
静
穏
の
祈
り(oración de quietudo)

」
と
名
付
け
ら
れ
、「
超

自
然
的
な
」、
い
わ
ゆ
る
神
秘
体
験
が
生
じ
は
じ
め
る
。「
潜
心

(recogim
iento)

」
と
呼
ば
れ
る
、
自
己
の
内
面
深
く
沈
潜
す
る

態
度
が
身
に
つ
く
。
意
志
は
神
と
合
一
し
て
い
る
が
、知
性
（
理

解
力
）
と
記
憶
は
散
乱
し
た
ま
ま
と
も
さ
れ
る
。
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3

第
三
は
、
用
水
路
を
作
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
こ
う
な
れ

ば
人
間
の
側
の
努
力
は
ほ
と
ん
ど
不
要
と
な
り
、
水
は
自
ず
と

ふ
ん
だ
ん
に
果
樹
園
を
潤
し
て
い
く
。「
諸
能
力
の
ま
ど
ろ
み

(sueño de las potencias)

」
と
も
名
付
け
ら
れ
、
意
志
と
知
性

は
神
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
が
記
憶
の
み
散
乱
し
て
い
る
状
態

と
も
さ
れ
る
。
魂
の
諸
精
神
能
力
が
現
世
的
な
機
能
を
停
止
す

る
た
め
、
一
種
の
愚
鈍
化
の
状
況
を
呈
す
る
こ
と
も
あ
る
。
あ

る
い
は
恍
惚
状
態
に
陥
る
。
現
世
的
関
心
の
消
滅
の
あ
ま
り
、

死
へ
の
憧
憬
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

4

最
後
の
あ
り
方
は
、
天
か
ら
大
雨
が
降
る
こ
と
で
、
こ

れ
は
人
間
の
側
の
意
向
、
努
力
と
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
が
、
圧

倒
的
な
潅
漑
効
果
を
及
ぼ
す
。「
合
一
の
祈
り(oración de 

unión)

」
と
呼
ば
れ
る
。
意
志
、
知
性
、
記
憶
と
い
う
精
神
の

三
能
力
が
す
べ
て
神
と
合
一
す
る
。
そ
の
た
め
魂
は
完
全
な
受

動
的
状
態
に
な
り
、
失
神
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
段
階
で
の

体
験
は
激
し
い
も
の
が
あ
り
、arrobam

iento

（
奪
い
取
り
）、

levantam
iento

（
上
昇
）、juntam

iento

（
結
合
）、exstasis

（
脱
魂
）、 elevantam

iento

（
引
き
揚
げ
）、 vuelo

（
飛
翔
）、 

arrebatam
iento

（
強
奪
）、 

と
い
っ
た
語
彙
を
用
い
て
語
ら
れ
る
。

魂
の
恍
惚
状
態
は
身
体
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
脈
拍
が
停
止
し

た
り
仮
死
状
態
に
陥
っ
た
り
も
す
る
。
身
体
が
浮
揚
す
る
こ
と

も
あ
る
（
と
さ
れ
る
）。
と
と
も
に
、
と
き
に
深
い
「
苦
し
み
の

恍
惚
」
と
い
っ
た
事
態
も
生
じ
、十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
言
う
「
霊

の
暗
夜
」
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

『
自
叙
伝
』
で
は
、
こ
れ
ら
各
段
階
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
体

験
の
叙
述
が
ふ
ん
だ
ん
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し

こ
の
階
梯
論
は
、
後
年
の
回
顧
で
は
な
お
未
成
熟
な
も
の
だ
っ

た
。『
自
叙
伝
』
執
筆
の
段
階
で
は
、
テ
レ
ジ
ア
は
ま
だ
「
霊
的

婚
約
」
の
状
態
に
あ
り
、
最
終
的
完
成
で
あ
る
「
霊
的
婚
姻
」

に
は
到
っ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
階
梯

説
は
、
晩
年
の
『
魂
の
城
』
で
完
成
す
る
。

『
魂
の
城
』
は
、
魂
の
完
成
・
完
徳
に
到
る
ま
で
の
祈
り
の

道
程
を
専
一
に
述
べ
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
著
さ
れ
た
。
そ
の
冒

頭
で
彼
女
は
、
同
書
の
論
述
の
全
体
が
依
拠
す
る
「
基
本
枠
組

(fundam
ento)

」
と
し
て
、「
城
」
の
比
喩
を
ま
ず
提
示
す
る
。

そ
れ
は
、
人
間
の
魂
を
「
全
部
一
つ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
か
と
て

も
透
明
な
水
晶
で
で
き
た
城(un castillo todo de un diam

ante 

o m
uy claro cristal)

」[m
. i, 1, 1]

と
し
て
捉
え
る
も
の
で
、
一
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種
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て

き
た
。
城
は
上
下
左
右
に
多
く
の
部
屋
な
い
し
住
居(m

orada)

を
も
ち
、
庭
園
や
噴
水
な
ど
も
備
え
た
複
雑
で
豊
饒
な
空
間
で

あ
る
。
部
屋
・
住
居
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
同
心
円
状
に
配

置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
心
、
つ
ま
り
最
内
奥
の
部
屋
に
城
主

た
る
神
自
身
が
住
む
。
上
に
引
い
た
「
明
鏡
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

の
発
展
形
と
も
み
て
も
よ
い
。
一
方
、
城
の
最
外
郭
つ
ま
り
城

壁
は
肉
体(cuerpo)

で
あ
り
、
城
外
―
―
外
界
、
世
間
―
―
は

さ
ま
ざ
ま
な
爬
虫
類
、
毒
虫
の
類(ponsoñosas)

が
犇
め
き
合

う
暗
い
闇
で
あ
る
。
念
祷
の
段
階
説
は
、
魂
が
こ
の
城
の
最
外

郭
か
ら
順
次
内
向
し
て
、
六
つ
の
、
正
確
に
は
六
種
類d

の
「
住

居
」
を
通
り
行
き
、
第
七
の
最
内
奥
の
部
屋
で
、「
神
と
魂
の
間

で
の
極
め
て
秘
め
ら
れ
た
事(las cosas de m

ucho secreto entre 

D
ios y alm

a)

」[m
. i, 1, 3]

、
す
な
わ
ち
霊
的
婚
姻
が
成
就
す
る

ま
で
の
過
程
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
く
。
か
く
て
、
城
の
イ
メ

ー
ジ
は
、
魂
そ
の
も
の
の
形
象
化
で
あ
る
と
と
も
に
、
神
秘
階

梯
説
を
体
系
化
す
る
際
の
基
本
枠
組
、
す
な
わ
ち
、
神
と
の
合

一
に
ま
で
到
る
魂
の
歩
み
自
体
が
そ
こ
で
生
起
す
る
場
面
・
舞

台
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

『
城
』
で
の
階
梯
説
を
略
記
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（『
自
叙
伝
』
で
の
諸
段
階
と
の
対
応
も
付
記
す
る
。）

(

0) 

祈
り
の
実
践
以
前:

魂
は
言
わ
ば
城
の
外
に
い
る
。
つ

ま
り
世
間
に
埋
没
し
て
い
る
。
そ
こ
は
毒
虫
・
悪
魔
の
支
配
す

る
圏
域
で
あ
り
、
真
っ
暗
。

(

i ) 

第
一
住
居:

内
向
と
し
て
の
祈
り
の
道
が
始
ま
る
。
そ

れ
は
ま
ず
、
自
己
の
あ
り
方
へ
の
振
り
返
り
と
し
て
の
自
己
認

識
と
し
て
始
ま
る
。
が
、
自
分
の
内
部
の
あ
り
さ
ま
は
よ
く
見

え
ず
薄
暗
い
。
念
祷
初
心
者
の
段
階
。

(

ii ) 

第
二
住
居:

住
居
は
も
っ
と
暗
い
。
自
己
の
悲
惨
さ
の

認
識
が
深
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

(

iii  

）
三 

住
居:

堅
忍
な
ど
の
倫
理
的
、
宗
教
的
徳
性

(virtudes)

が
身
に
つ
き
始
め
る
。
神
秘
体
験
が
稀
に
生
ず
る
。

『
自
叙
伝
』
の(

1)

段
階
に
相
当
。

(

iv ) 

第
四
住
居:

あ
た
り
の
美
し
さ
が
増
す
。「
喜
悦

(contentos)

」
等
と
呼
ば
れ
る
甘
美
な
体
験
が
多
く
な
る
。
内

向
性
が
強
化
さ
れ
「
潜
心(recogim

iento)

の
祈
り
」
が
身
に
つ

く
。「
霊
的
交
際
」
の
段
階
。『
自
叙
伝
』
の(

2)

に
相
当
。

(

v ) 

第
五
住
居:
も
は
や
悪
魔
、
す
な
わ
ち
城
外
に
い
た
獣
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や
毒
虫
が
一
切
入
り
こ
ま
な
く
な
る
。
神
と
の
融
一
的
体
験
が

記
述
さ
れ
る
。
内
に
沈
潜
し
て
い
た
魂
は
、
繭
の
「
内
」
に
引

き
籠
も
っ
て
自
ら
を
生
長
さ
せ
て
い
た
蛹
が
つ
い
に
蝶
に
な
る

よ
う
に[C

f. v. 3, 2–5]

美
し
く
変
容
し
て
翔
び
立
つ
。「
霊
的
婚

約
」
の
段
階
。「
味
わ
い(gustos)

」
と
呼
ば
れ
る
、
超
自
然
的

で
突
然
の
神
秘
体
験
が
頻
発
す
る
。『
自
叙
伝
』
の
(3)
に
対
応
。

以
下
に
引
く
よ
う
に
、「
魂
は
神
の
内
」
に
あ
り
「
神
は
魂
の
内
」

に
あ
る
と
い
う
相
互
内
在
性
の
語
り
が
現
れ
る
。「
城
」
は
、
魂

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。

「
今
、
神
を
、
た
い
へ
ん
大
き
く
美
し
い
住
居
、
あ
る
い
は

宮
殿
と
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
宮
殿
は
〔
…
〕
神

ご
自
身
で
す
」[m

. vi, 10, 3]

。「
神
は
こ
の
魂
の
内
奥
に
御

自
身
を
し
っ
か
り
据
え
ら
れ
る
の
で
、
魂
は
わ
れ
に
帰
っ

た
の
ち
に
も
、
自
分
が
神
の
内
に
あ
り
神
が
自
分
の
内
に

あ
っ
た(estuvo en D

ios y D
ios en ella)

と
い
う
こ
と
を
ど

う
し
て
も
疑
え
ま
せ
ん
。」[m

. v, 1, 9]

つ
ま
り
、
魂
は
自
ら
の
上
な
る
「
天
上
の
神
」
の
住
居
に
迎

え
入
れ
ら
れ
る
が
、
そ
の
住
居
自
体
が
ま
た
魂
の
内
奥
に
あ
る
。

言
わ
ば
入
我
我
入
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
魂
の
内
向
と
天
上
へ

の
上
昇
と
が
相
即
す
る
。

「
そ
の
と
き
魂
は
自
ら
の
内
部
に
入
る(entra dentro de 

sí)

と
い
わ
れ
ま
す
。
と
き
と
し
て
は
、
自
ら
の
上
に
昇
る

(sube sobre sí)

と
も
申
し
ま
す
。」[m

. iv, 3, 2]

(

vi ) 

第
六
住
居:

こ
の
叙
述
は
ひ
と
き
わ
長
い
。
こ
の
住
居
・

部
屋
は
扉
が
次
の
第
七
の
部
屋
へ
と
開
け
放
さ
れ
て
い
る
。
強

度
な
神
秘
体
験
が
頻
繁
に
あ
る
。
と
と
も
に
、「
暗
い
脱
魂
」
も

あ
る
。『
自
叙
伝
』
の(

4)

に
相
当
。

「
そ
こ
で
は
魂
は
神
と
ま
っ
た
く
一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
、

私
ど
も
が
魂
の
内
奥
に(en lo interior de nuestras alm

as)

も
っ
て
い
る
は
ず
の
、
い
と
高
き
天
界
の
あ
の
小
部
屋
に

入
れ
ら
れ
ま
す
。」[m

. vi, 4, 8]

(

vii ) 

第
七
住
居:

「
霊
的
婚
姻
」
が
成
就
す
る
。
魂
の
最
も

深
い
と
こ
ろ
で
三
位
一
体
の
神
と
不
可
分
に
結
ば
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
い
ま
や
「
も
っ
と
内
へ(m

ás interior)

」
と
い
う
動

勢
は
止
み
、
魂
は
不
動
の
位
を
得
る
。
ま
た
、
特
徴
的
な
こ
と

と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
神
秘
体
験
が
（
ほ
と
ん
ど
）
消
滅
す
る
。

「
主
は
魂
を
、
ご
自
身
の
こ
の
住
居
に
、
つ
ま
り
そ
の
魂
自

体
の
中
心(centro de la m

ism
a alm

a)

に
置
き
入
れ
ま
し
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た
。
我
ら
の
主
の
い
ま
す
最
高
天(el cielo em

píreo)

は
、

他
の
す
べ
て
の
天
と
は
違
っ
て
動
か
な
い
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
魂
も
こ
こ
に
入
る
と
、
ふ
つ
う
〔
心
的
〕
諸
能
力
や

想
像
力
に
生
ず
る
動
き
が
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」

[m
. vii, 2, 9]

。

「〔
三
位
一
体
の
神
は
〕
そ
れ
以
来
も
う
決
し
て
自
分
か
ら

離
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
自
分
の
魂
の
内

部
に(en lo interior de su alm

a)
、
と
て
も
と
て
も
内
部
に

(en lo m
uy m

uy interior)

、
と
て
も
深
い
あ
る
と
こ
ろ
に

(en una cosa m
uy honda)

〔
神
が
〕
お
ら
れ
る
の
を
〔
…
〕

じ
つ
に
は
っ
き
り
と
見
ま
す
」[m
. vii, 1, 7]

。

そ
し
て
魂
全
体
の
志
向
性
が
、
現
世
を
離
脱
し
て
自
身
の
内

部
に
回
帰
す
る
方
向
か
ら
逆
転
し
、
現
世
と
し
て
の
外
部
に
外

向
し
て
い
く
。
こ
の
と
き
の
「
魂
（
＝
城
）」
は
、「
自
ら
の
内

奥
に
あ
っ
て(en lo interior)

、
そ
の
内
奥
か
ら(de lo interior)

〔
魂
の
〕
す
べ
て
の
能
力
を
強
く
照
ら
し
て
い
る
太
陽
」[m

. vii, 

2, 6; cf. iv, 2, 5]

か
ら
の
光
が
、
か
つ
て
は
暗
か
っ
た
魂
の
外
郭

に
ま
で
輝
き
透
り
、
城
全
体
が
一
個
の
玲
瓏
た
る
発
光
体
と
な

る
。
そ
の
基
本
的
動
勢
は
も
は
や
内
向
で
は
な
い
。
神
を
よ
り

は
っ
き
り
と
見
た
い
が
故
に
早
く
現
世
を
去
り
た
い
と
の
願
い

も
な
く
な
り
、
む
し
ろ
長
く
生
き
て
現
世
に
働
き
た
い
と
い
う

願
い
が
生
ず
る
。

「
娘
た
ち
よ
、
こ
の
こ
と
の
た
め
に
念
祷
が
あ
る
の
で
す

(para esto es la oración)

。
こ
の
た
め
に
こ
そ
霊
的
婚
姻

が
役
立
つ
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
は
い
つ
も
実
行
が
、
実
行

が
生
じ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん(de que nazcan siem

pre obras, 

obras)

」 [m
. vii, 4, 6]

「
魂
は
そ
の
精
神
的
諸
能
力
や
、
感
覚
や
、
体
に
か
か
わ
る

す
べ
て(las potencias y sentidos y todo lo corporal)

を
怠

け
さ
せ
て
お
か
な
い
よ
う
に
と
、
以
前
そ
れ
ら
の
ゆ
え
に

苦
し
ん
で
歩
ん
で
い
た
と
き
よ
り
も
、
今
は
こ
こ
〔
城
の

中
心
〕
か
ら(desde allí)

、
も
っ
と
激
し
く
そ
れ
ら
を
戦
わ

せ
て
い
ま
す
。」[m

. vii, 4, 10]

「
マ
リ
ア
と
マ
ル
タ
は
一
緒

に
な
っ
て
歩
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん(han de andar juntas)

。」

[m
. vii, 4, 12]

い
わ
ゆ
る
マ
ル
タ
（
活
動
的
生
）
と
マ
リ
ア
（
観
想
的
生
）

が
一
つ
に
な
る
段
階
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
城
＝
魂
は
一

つ
の
統
一
体
と
し
て
美
し
く
輝
く
。
テ
レ
ジ
ア
が
人
間
の
魂
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を
、
そ
の
罪
性
に
よ
る
汚
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
変
美
し
い

(herm
osa)

水
晶
の
お
城
と
い
う
少
女
趣
味
と
も
見
え
よ
う
イ
メ

ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
美
し
い
」
あ
り
方
こ

そ
が
魂
本
来
の
姿
で
あ
り
、そ
こ
に
神
の
美
を
映
す「
神
の
似
姿
」

と
し
て
の
あ
り
方
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
魂
の
大
い
な

る
美
し
さ
と
大
い
な
る
可
能
性(la gran herm

osura y la gran 

capacidad)

は
何
に
も
比
べ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
じ
っ
さ
い
、

私
ど
も
の
知
性
は
、
ど
ん
な
も
の
と
で
あ
れ
、
こ
れ
を
ほ
と
ん

ど
比
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
知
性
に
は
神
を
見

つ
め
る(considerar a D

ios)

こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
の

と
同
様
で
す
。
と
い
う
の
も
、
神
ご
自
身
が
、
私
ど
も
を
ご
自

分
の
う
つ
し
に
し
て
似
姿(im

agen y sem
ejanza)

と
し
て
創
造

さ
れ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。」[m

. i, 1, 1]
と
テ

レ
ジ
ア
は
『
魂
の
城
』
冒
頭
で
ま
ず
述
べ
て
い
た
。
彼
女
は
自

ら
の
（
魂
の
）
美
し
さ
に
絶
対
の
自
信
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

魂
が
神
に
「
似
て
い
る
」
こ
と
の
座
は
、
魂
の
知
性
で
も
意
志

で
も
な
く
、
城=

魂
の
全
体
、
活
動
す
る
肉
体
込
み
の
全
体
で

あ
る
。

こ
う
し
た
階
梯
を
経
つ
つ
テ
レ
ジ
ア
の
魂
は
神
と
「
合
一
」

し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
本
発
表
の
視
点
で
あ
る
宗
教
経
験
す
る

主
体
性
の
諸
位
相
、つ
ま
り
「
私
」
の
諸
位
相
と
い
う
関
心
か
ら
、

『
魂
の
城
』に
お
け
る
魂
把
握
の
特
徴
を
取
り
出
し
て
お
き
た
い
。

テ
レ
ジ
ア
の
魂
の
城
は
、
七
種
の
部
屋
が
、
神
の
い
る
部
屋

を
中
心
に
同
心
円
状
に
配
置
さ
れ
る
構
造
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
内
部
空
間
は
、
最
外
層
た
る
第
一
住
居
か
ら
、
よ

り
内
へ(m

ás interior)

と
い
う
比
較
級
的
緊
張
な
い
し
動
勢
を

孕
む
中
心
志
向
、
向
心
性
に
一
貫
し
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。『
魂

の
城
』
に
お
け
る
魂
の
状
態
の
記
述
の
言
わ
ば
通
奏
低
音
を
な

し
て
い
る
の
は
、
こ
の
、
よ
り
内
へ
、
も
っ
と
奥
へ
と
い
う
一

種
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
焦
燥
感
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
緊
張
が
止

む
の
は
、
魂
が
城
の
最
内
奥
に
、
つ
ま
り
も
は
や
中
心
志
向

の
な
い
唯
一
の
点
に
到
達
し
た
時
の
み
で
あ
る
。「
あ
な
た
は

我
々
を
ご
自
身
に
向
け
て
造
ら
れ
た
。
だ
か
ら
我
々
の
心
は
あ

な
た
の
内
に
憩
う
ま
で
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
テ
ー
マ
は
、
こ
こ
で
は
同
心
円
状
に

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
魂
の
内
部
空
間
が
も
つ
構
造
な
い
し
特
性
に

移
さ
れ
て
把
握
さ
れ
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
魂
の

城
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
は
じ
め
か
ら
あ
る
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
。
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テ
レ
ジ
ア
自
身
、
こ
の
こ
と
を
早
々
に
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
魂
が
城
で
あ
る
な
ら
、
魂
が
城
の
内
部
に
入
る
と
は
、
城

が
城
の
中
に
入
る
と
い
う
「
な
に
か
ば
ら
ば
ら
な
よ
う
（algún 

desbarata

）」[m
. i, 1, 5]

な
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
し
か
し
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
欠
陥
で
あ
る
よ
り
は
、
お

よ
そ
「
内
的
魂
」
と
い
う
転
義
的
把
握
自
体
が
孕
む
矛
盾
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
内
向
し
内
面
化
す
る
魂
と
は
、
自
己
が
自
己

の
内
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
の
空
間
的
表
象
を
拒
む
。

む
し
ろ
空
間
的
表
象
で
、
更
に
言
え
ば
あ
ら
ゆ
る
表
象
性
を
以

て
捉
え
ら
れ
る
地
平
こ
そ
が
総
じ
て
「
外
的
」
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
的
魂
と
は
、（
空
間
的
）
表
象
の

次
元
か
ら
消
え
る
こ
と
、
見
え
な
く
な
る
こ
と
、
隠
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
目
に
見
え
る
身

体
と
し
て
の
外
的
自
己
と
、
そ
の
地
平
か
ら
は
隠
れ
た
内
的
自

己
と
が
、
一
種
の
分
裂
を
来
す
か
の
よ
う
に
も
な
る
。

事
実
、『
魂
の
城
』
第
二
住
居
か
ら
第
六
住
居
ま
で
の
、
魅

力
的
で
は
あ
る
が
何
か
異
常
で
騒
々
し
い
魂
の
あ
り
さ
ま
の
叙

述
は
、
こ
の
自
己
分
裂
の
さ
ま
を
如
実
に
記
述
し
た
も
の
と
も

読
め
る
。「〔
…
〕
そ
れ
で
魂
の
中
に
な
ん
だ
か
分
裂
が
あ
る
よ

う
な(había división en su alm

a)

気
が
し
て
い
ま
し
た
。」[m

. 

vii, 1, 10; cf. vii, 1, 11]

つ
ま
り
、
魂
の
内
面
で
は
様
々
な
素
晴

ら
し
い
神
秘
体
験
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
り
、
ま
た
魂
の
内
的
態
度

と
し
て
の
諸
徳
が
身
に
つ
き
強
ま
っ
て
い
く
が
、
そ
の
一
方
で

外
面
た
る
肉
体
・
身
体
の
レ
ベ
ル
で
は
、
し
ば
し
ば
ま
っ
た
き

無
為
・
怠
惰
、
さ
ら
に
精
神
の
弛
緩
・
痴
呆
と
し
か
み
え
な
い

状
態
に
ま
で
陥
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
く
に
第
四
住
居
の

「
潜
心
」
の
状
態
に
お
い
て
こ
の
こ
と
は
顕
著
と
な
る
。
外
を
言

わ
ば
置
き
去
り
に
し
て
、
内
向
す
る
主
体
と
し
て
の
魂
が
内
へ

内
へ
と
向
か
っ
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
魂
の
城

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
宗
教
的
魂
の
或
る
場
面
に
お
け
る
特
徴
的
あ

り
方
と
し
て
の
自
己
分
裂
を
、「
城
と
い
う
舞
台
・
場
所
で
あ
る

と
こ
ろ
の
私
」
と
、そ
の
内
部
で
神
と
の
交
わ
り
に
向
か
う
「
主

人
公
で
あ
る
と
こ
ろ
の
私
」
と
の
区
別
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
比

喩
的
に
視
覚
化
し
、
説
明
・
叙
述
可
能
な
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
の
「
内
」
な
い
し
「
内
面
性
」
は
、
宗
教

的
魂
（
必
ず
し
も
そ
れ
に
限
ら
な
い
が
）
の
あ
り
方
の
或
る
場

面
で
の
特
徴
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
最
後
の
姿
で
は
な
か
っ

た
。
第
七
住
居
に
「
私
」
が
入
っ
て
、「
も
っ
と
内
へ
」
と
い
う
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直
接
性
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
と
き
、
魂
が
、
つ
ま
り
「
私
」
が
、

舞
台
と
し
て
の
城
と
そ
の
内
部
で
動
く
主
人
公
と
に
分
裂
し
て

い
た
状
態
が
克
服
さ
れ
、
舞
台
と
主
人
公
の
一
体
性
、
魂
本
来

の
統
一
性
が
回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
回
復
は
、

キ
リ
ス
ト
と
の
婚
姻
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

テ
レ
ジ
ア
の
「
私
」
の
最
後
の
位
相
は
、
美
し
い
神
の
似
姿
と

し
て
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
あ
る
意
味
で
の
他
者
と
「
合
一
す
る
・

一
つ
に
な
る
」（
む
し
ろ
「
ふ
た
り
」
に
な
る
）
と
い
う
と
こ

ろ
に
存
す
る
。
テ
レ
ジ
ア
に
と
っ
て
「
魂
」
と
は
、「
底
な
し
」

で
は
な
い
。

こ
う
し
た
事
情
を
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
宗
教
経
験
」

と
い
う
問
題
に
引
き
寄
せ
て
み
よ
う
。
冒
頭
に
、experience

と
い
う
言
葉
の
意
味
の
広
が
り
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、

日
本
語
で
は
「
体
験
」
と
訳
す
の
が
相
応
し
い
、
特
殊
な
変
成

意
識
状
態
と
し
て
の
神
秘
体
験
を
も
指
す
し
、「
経
験
を
積
ん

だ
教
師
」
と
い
っ
た
用
法
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、「
経
験
」
と

訳
す
べ
き
意
味
も
あ
っ
た
。
両
者
は
截
然
と
区
別
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
こ
の
区
別
は
「
神
秘
体
験
の
人
」
テ
レ
ジ
ア
を

理
解
す
る
と
き
に
或
る
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、「
城
」
の
第
七
住
居
の
大
き
な
特
徴
は
、
そ

こ
で
は
特
殊
な
脱
魂
、
恍
惚
と
い
っ
た
「
体
験
」
が
ほ
ぼ
消
滅

す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
消
滅
が
神
秘
階
梯
上
の
後
退
で
は
な

く
深
化
な
い
し
上
昇
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
テ
レ
ジ
ア
が
そ

れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
体
を
経
（
験
し
）
て
き
た
果
て
に
、

そ
れ
ら
個
別
特
殊
な
諸
体
験
が
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
と
い
う
人

の
生
・
人
生(vida, life)

の
「
経
験
」、
人
生
で
あ
る
経
験
に
統

合
さ
れ
て
、
彼
女
が
深
い
意
味
で
の
「
神
秘
経
験
の
人
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

経
験
と
体
験
の
違
い
と
は
、
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
そ

の
時
間
性
の
相
違
で
あ
る
。「
体
験
」
の
時
間
は
言
わ
ば
「
一
時

の
位
」
で
あ
り
、
始
ま
り
と
終
わ
り
が
あ
る
。
こ
の
世
の
時
間

の
中
に
位
置
づ
け
、日
付
を
与
え
、長
さ
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
。

テ
レ
ジ
ア
は
「
使
徒
信
経
一
回
唱
え
る
ほ
ど
の
間
」「
ア
ヴ
ェ
・

マ
リ
ア
一
回
ほ
ど
の
間
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
ば
し
ば
用
い

て
い
る
。
し
か
し「
経
験
」の
時
間
は
本
質
的
に
計
測
し
え
な
い
。

魂
の
城
は
、（
七
重
の
）
層
を
画
し
て
深
ま
っ
て
い
く
構
造
を
も

つ
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
一
々
の
層
（「
住
居
」）
が
前
段
階
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ざ
ま
な
段
階
に
お
い
て
生
ず
る
諸
々
の
体
験
は
、
ひ
と
つ
の
生
・

人
生
の
経
験
へ
と
統
合
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
本
来
の
意
義
を

得
る
、
む
し
ろ
そ
の
意
義
が
つ
ね
に
新
た
に
遡
行
的
に
与
え
ら

れ
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
と
き
、
城
と
い
う
空
間
イ
メ
ー
ジ

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
重
ね
て
き
た
テ
レ
ジ
ア
の
「
人
生
の

時
間
」
―
―
そ
れ
を
「
魂
の
時
間
性
」
と
呼
ん
で
み
た
い
を
―

―
形
象
化
す
る
も
の
と
な
るe

。
テ
レ
ジ
ア
が
『
魂
の
城
』
の
末

尾
近
く
で
示
す
マ
リ
ア
の
姿
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
「
経
験

の
人
」
と
な
っ
て
い
るf

。

こ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
で
、
耳
目
を
惹
く
ス
ペ
ク
タ
キ
ュ
ラ

ー
な
神
秘
体
験
叙
述
に
テ
レ
ジ
ア
の
宗
教
経
験
の
真
髄
を
見
よ

う
と
す
る
態
度
―
―
こ
れ
は
彼
女
の
本
意
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、

生
前
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
た
。
ベ
ル
ニ
ー
ニ(

十
七
世
紀)

の
傑
作
彫
刻
（
本
論
末
尾
参
照
）
が
典
型
だ
が
、
パ
ス
カ
ル
が

既
に
危
惧
を
示
し
て
い
るg

 

―
―
か
ら
、
彼
女
を
解
放
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

註

 1
 

本
稿
は
、
以
下
の
旧
稿
に
お
け
る
論
点
を
再
整
理
し
よ
う
と
し
た

に
比
し
て
「
よ
り
内
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
都
度
、
前
の
段
階
か

ら
何
ら
か
質
的
に
飛
躍
し
て
隠
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
じ

「
外
的
」
平
面
で
の
場
所
の
移
動
で
は
な
い
。（
テ
レ
ジ
ア
は
各

住
居
の
叙
述
を
始
め
る
ご
と
に
、「
よ
り
内
」
の
こ
と
が
ら
を
語

る
際
の
難
し
さ
に
つ
い
て
嘆
い
て
い
る
。）
魂
は
、
外
的
空
間
を

移
行
す
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
「
私
」
と
い
う
場
所
に
い
わ
ば

居
続
け
て
、
重
層
的
に
「
深
ま
っ
て
」
い
く
。
つ
ま
り
、
さ
ま

 

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ベ
ル
ニ
ー
ニ
「
聖
テ
レ
ジ
ア
の
恍
惚
」

サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
教
会
（
ロ
ー
マ
）



90 

も
の
で
あ
る
。「〈
神
学
〉
と
し
て
の
〈
自
伝
〉
｜
ア
ビ
ラ
の
聖
テ

レ
ジ
ア
の
『
自
叙
伝
』
に
つ
い
て
」、『
工
学
院
大
学
研
究
論
叢
』

二
六
号
、
六
九-

八
七
頁
、
一
九
八
八
年
、『
同
』
二
七
号
、
一-

一
七
頁
、
一
九
八
九
年
。「
魂
の
空
間
性
｜
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア

『
魂
の
城
』
に
お
け
る
」、
小
川
英
雄
・
宮
家
準
編
『
聖
な
る
空
間
』、

リ
ト
ン
、
一
四
九-

一
七
六
頁
、
一
九
九
三
年
。
テ
レ
ジ
ア
の
テ

ク
ス
ト
は
、Santa Teresa de Jesús, O

bras C
om

pletas, 5a ed., dir. 

A
lberto Barrientos　

(ED
E: M

adrid, 2000)

に
拠
っ
た
。Libro 

de la Vida

（『
自
叙
伝
』）、C

astillo interior o las m
oradas

（『
魂

の
城
』）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れv. m

. 

と
略
記
す
る
。
引
用
に

際
し
て
は
、
既
存
の
邦
訳
を
参
照
し
つ
つ
私
訳
し
た
。

2
 

テ
レ
ジ
ア
の
最
初
の
主
著
、Libro de la vida

は
、
英
語
で
は

A
utobiography

と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
東
京
女
子
カ
ル
メ
ル

会
訳
は
『
自
叙
伝
』
と
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
な
ら
う
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
、同
書
は
近
代
的
意
味
で
の
「
自
伝
」「
自
叙
伝
」

で
は
な
い
。

3
 

C
f.Bernard M

cG
inn, Presence of G

od, vol. 1, Foundations of 

M
ysticism

 (C
M

S Press, 1994), p. xiii. 

4
 

m
. 1, 10.　

英
訳
はEdgar A

llison Peers

の
も
の
。
ア
リ
ソ
ン
・
ピ

ア
ズ
は
二
十
世
紀
前
半
に
ス
ペ
イ
ン
文
学
全
般
に
わ
た
っ
て
優
れ

た
翻
訳
、
研
究
活
動
を
行
っ
た
英
語
圏
を
代
表
す
る
学
者
で
、
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
や
テ
レ
サ
の
著
作
も
全
訳
し
て
い
る
。
私
見
で
は
、

諸
近
代
語
訳
中
で
も
語
学
的
に
最
も
厳
密
で
信
頼
に
足
る
も
の
で

あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義
全
体
に
関
わ
る
先
駆
的
な
研
究
書
も

多
く
著
し
て
い
る
。

5
 

本
稿
で
は
、
の
ち
に
「
体
験
」
と
「
経
験
」
を
区
別
す
る
が
、
当

面
は
文
脈
に
沿
っ
て
併
用
す
る
。
な
お
、
体
験
、
経
験
は
、
明
治

の
は
じ
め
か
らexperience

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
て
い

る
。「
実
験
」
と
訳
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
次
第
に

自
然
科
学
に
お
け
るexperim

ent

の
訳
語
に
特
化
し
て
い
く
。
体

験
は
当
初
はErlebnis

の
訳
語
と
し
て
工
夫
さ
れ
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
経
験
に
つ
い
て
は
江
戸
期

の
散
文
の
用
例
か
ら
挙
げ
て
い
る
が
、
体
験
は
明
治
以
降
の
も
の

で
あ
る
。

6
 

「
宗
教
経
験(religious experience)

」
と
い
う
言
葉
の
導
入
に
際

し
て
最
も
影
響
力
の
あ
っ
た
の
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム

ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相Varieties of Religious Experience

』

(1902)

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
根
本
的
経
験
論
と
い
う
ジ
ェ
イ
ム
ズ

の
哲
学
的
立
場
か
ら
切
り
離
し
て
、「
宗
教
経
験
」
を
な
ん
ら
か

心
理
学
的
に
実
体
化
し
て
、「
変
成
意
識
状
態(altered states of 

consciousness)

」
と
同
一
視
し
て
し
ま
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教

伝
統
に
属
す
る
宗
教
者
、
神
秘
家
た
ち
の
体
験
が
本
質
的
に
同
じ

な
の
か
異
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
。
私

感
で
は
、
こ
の
問
い
は
そ
の
立
て
方
自
体
、
検
討
の
枠
組
み
自
体
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き
だ
と
さ
れ
る [cf. m

. i, 1,7] 

。

0
 

わ
か
り
や
す
さ
と
わ
か
り
が
た
さ
が
共
存
す
る
テ
レ
ジ
ア
の
語
り

の
魅
力
を
、
あ
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義
研
究
者

は
「
誘
惑
・
自
己
（
へ
）
の
導
き(seduction [

↑se-ducere])

」

と
呼
ん
で
、
彼
女
の
テ
ク
ス
ト
の
根
本
性
格
と
し
て
い
る
。C

f. 

D
om

inique de C
ourcelle, Thérèse d'Avila: Fem

m
e d’écriture et 

de pouvoir (1993), p. 59. 

最
近
で
は
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ー
ヴ

ァ
が
、
テ
レ
ジ
ア
の
魅
力
に
捉
え
ら
れ
た
七
五
○
頁
に
の
ぼ
る
大

著
を
も
の
し
て
い
る
。C

f. Julia K
risteva, Thérèse m

on am
our: 

Sainte Thérèse d’Avila  (Fayard, 2008).

a
 

一
五
八
一
年
一
一
月
一
九
日
付
け
、Pedro de C

astro

宛
書
簡
。

b
 

Francisco de O
suna, Tercer Abecedario Espiritual (1527). 

テ
レ

ジ
ア
の
念
祷
の
方
法
は
、
こ
の
書
を
は
じ
め
当
時
広
ま
り
つ
つ
あ

っ
た
霊
性
文
献
か
ら
学
ん
だ
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
特
定
の
指
導
者

は
い
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ノ
・
デ
・
ラ
レ
ド
の
『
シ
オ
ン

山
登
攀
』(Bernardino de Laredo, Subida del M

onte Sión [1538])

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。 

c
 

ア
ル
カ
ン
タ
ラ
の
ペ
テ
ロ(Pedro de A

lcántara, 1499–1562)

は
、

厳
し
い
禁
欲
生
活
と
霊
性
の
高
さ
で
名
高
い
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

士
。テ
レ
ジ
ア
は
彼
に
特
別
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
。Cf. 

拙
稿「
西

欧
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
「
行
と
身
体
」
の
諸
相
」『
宗
教
研
究
』

三
五
五
号
、
二
〇
〇
八
年
、
六
五-

八
五
頁
。

が
適
切
で
は
な
い
。
体
験
・
経
験
な
る
も
の
を
比
較
す
る
た
め
に

必
須
の
同
定
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
可
能
な
の
か
が
問
わ
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。C

f.

深
澤
英
隆
『
啓
蒙
と
霊
性
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
年
、
第
五
章
「「
体
験
」
と
「
伝
統
」
―
―
近
年
の
神

秘
主
義
論
争
に
よ
せ
て
―
―
」、
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ャ
ー
フ
、「
経

験
」、
マ
ー
ク
・
テ
イ
ラ
ー
編
『
宗
教
学
必
須
用
語
２
２
』
刀
水

書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
三
八
〇-

四
二
〇
頁
（R

obert H
. Sharf, 

“Experience”, in M
ark Taylor, ed., Critical Term

s for Religious 

Studies (1998), pp. 94–116.

）

7
 

以
後
、「
体
験
」
と
記
す
の
は
、
手
許
の
英
和
辞
典
の
例
文
で
は 

“have som
e unusual experiences as a pilot”

と
い
っ
た
と
き
の
意

味
で
あ
る
。
こ
れ
は
複
数
形
に
な
り
う
る
。
一
方
「
経
験
」
と
記

す
の
は
、“have long experience as a teacher”

と
い
っ
た
と
き
の

意
味
。
双
方
の
意
味
を
込
め
て
「
体
験
～
経
験
」
と
記
す
こ
と
も

あ
る
。

8
 

D
iccionario de Santa Teresa, (dir. Tom

ás Á
lvarez, Editorial 

M
onte C

arm
elo, 2a ed., 2006)

も “experiencia”

の
項
目
を
立
て

て
い
な
い
。

9
 

念
祷(oración m

ental)

は
、
口
祷(oración vocal)

と
対
比
的
に
用

い
ら
れ
、
特
定
の
祈
り
の
口
誦
で
は
な
い
、
沈
黙
の
祈
り
を
言
う
。

黙
想(m

editación)

と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

し
テ
レ
ジ
ア
に
よ
れ
ば
、
本
来
は
口
祷
も
つ
ね
に
念
祷
で
あ
る
べ
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す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
主
な
し
の
そ
の
後
の
一
生
は
恐
ろ
し
い
苦

痛
の
年
月
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
彼
女
も
、
絶
え
ず

主
の
み
足
の
も
と
で
、
観
想
の
歓
び
に
浸
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。」[m

. vii, 4,13]
g

 

「
神
と
人
と
の
両
方
に
喜
ば
れ
る
こ
と
ほ
ど
危
険
な
こ
と
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
神
と
人
の
両
方
に
喜
ば
れ
る
状
態
と
は
、
神
に
喜
ば
れ

る
こ
と
と
、
そ
れ
と
は
別
の
、
人
に
喜
ば
れ
る
こ
と
と
か
ら
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
テ
レ
ジ
ア
の
場
合
が
そ
う
で
、
神
に
喜

ば
れ
る
こ
と
と
は
、
啓
示
を
受
け
た
と
き
の
彼
女
の
深
い
へ
り
下

り
で
あ
り
、
人
に
喜
ば
れ
る
の
は
、
彼
女
に
与
え
ら
れ
た
す
ば
ら

し
き
知
恵
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
々
は
、
彼
女
の
状
態
に
倣
う
つ
も

り
で
、
彼
女
の
語
り
方
を
真
似
る
の
に
懸
命
に
な
る
の
だ
が
、
そ

う
し
て
人
々
は
、
神
が
愛
さ
れ
る
も
の
を
愛
し
、
神
が
愛
さ
れ
る

状
態
に
身
を
置
く
こ
と
か
ら
、
逸
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。」（『
パ
ン
セ
』、l. 928; Br. 499

）

d
 

「
住
居(m

oradas)

」
は
常
に
複
数
形
で
書
か
れ
る
が
、
最
後
の
第

七
の
部
屋
の
み
、
時
に
単
数
形
で
語
ら
れ
る[m

. vii, 1,3]

。
中
心

は
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

e
 

C
f. M

ichel de C
erteau, Fable m

ystique: xvie et xviie siècle 

(G
allim

ard, 1982), chap. 6–3, La fiction de l'âm
e, fondem

ent des 

D
em

eures (Thérèse d'Avila), pp. .257–73. 

セ
ル
ト
ー
は
こ
の「
城
」

の
機
能
を
、
①
記
述
を
進
行
さ
せ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
② 

他
者
の

場
所(lieu de l'autre)
と
し
て
魂
を
表
象
す
る
こ
と
、
③ 

魂
の

霊
的
進
歩
お
よ
び
そ
の
記
述
の
歴
史
・
物
語
性
の
構
造
化
、
の
三

つ
に
整
理
し
て
い
る
。

f
 

「
マ
リ
ア
は
主
の
み
足
を
洗
い
、
髪
の
毛
で
拭
っ
て
、
お
い
た
わ

り
し
た
と
き
、
も
う
す
で
に
マ
ル
タ
の
務
め
を
果
た
し
た
の
で
す
。

彼
女
の
よ
う
な
身
分
の
女
性
が
、
往
来
を
た
ぶ
ん
ひ
と
り
で
行
き

〔
…
〕
今
ま
で
入
っ
た
こ
と
も
な
い
家
に
入
り
、
フ
ァ
リ
サ
イ
人
の

つ
ぶ
や
き
や
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
さ
ま
ざ
ま
の
悪
口
を
浴
び
せ
ら
れ

る
の
を
じ
っ
と
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
小
さ
な
克

己
の
わ
ざ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。〔
…
〕
姉
妹
た
ち
よ
、
本
当

に
確
か
な
こ
と
、
そ
れ
は
、
最
良
の
部
分
は
、
苦
し
い
試
練
と
克

己
の
わ
ざ
の
後
で
初
め
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。〔
…
〕

ま
た
後
に
、
主
の
死
去
の
と
き
に
は
ど
ん
な
に
苦
し
ん
だ
で
し
ょ

う
。
彼
女
が
殉
教
し
な
か
っ
た
の
は
、
主
の
死
去
を
な
が
め
な
が

ら
、
も
う
殉
教
の
苦
し
み
を
受
け
た
か
ら
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
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の
解
放
を
通
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
成
立
、
そ
し
て

叉
、
他
方
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
と
対
面
し
つ
つ
限
り
な
い
内

面
へ
の
深
ま
り
の
中
か
ら
成
立
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

彼
女
の
神
秘
体
験
の
成
立
の
背
景
に
は
、
な
お
イ
ス
ラ
ム
教
と

ユ
ダ
ヤ
教
の
霊
性
の
先
行
も
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。(

『
神

秘
主
義
事
典
』（
教
文
館
）
ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義
、
ア
ビ
ラ
の

テ
レ
ジ
ア
の
項
等
参
照)

又
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』

を
読
み(

二
九
歳)

、
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
流
入
等
も
考
え
ら

れ
る
。

な
お
、
氏
は
テ
レ
ジ
ア
の
『
自
叙
伝
』
と
睡
魂
の
城
』
を
中

心
に
論
じ
て
い
る
。
最
初
に
『
自
叙
伝
』
に
お
け
る
神
の
賜
物

に
お
け
る
神
秘
的
合
一
へ
の
進
入
が
み
ら
れ
る
。「
…
念
祷
し
て

い
る
と
、
自
分
の
そ
ば
に
キ
リ
ス
ト
を
見
ま
し
た
。
…
彼
は
私

の
す
ぐ
そ
ば
に
お
ら
れ
…
」(

七
四
頁)

、更
に「
私
に
は
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
い
つ
も
私
の
そ
ば
に
歩
い
て
お
ら
れ
る
…
」
等
と

彼
女
の
文
が
引
用
さ
れ
、「
一
切
の
形
象
性
を
欠
い
た
、
し
か
し

確
実
な
臨
在
性
を
伴
っ
た
高
度
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
対
面
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

同
様
の
神
秘
主
義
的
傾
向
は
大
乗
仏
教
神
秘
主
義
の
最
初
期

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
宗
教
体
験
が
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
時
、

そ
こ
に
神
秘
主
義
的
な
地
平
が
開
か
れ
て
ゆ
く
。
さ
き
に
私
は

大
乗
仏
教
の
成
立
以
来
、
そ
の
豊
か
な
神
秘
主
義
、
い
わ
ゆ
る

m
ahāyāna-m

ystik

に
つ
い
て
論
じ
た(
本
学
会
平
成
二
二
年
九

月
発
表)

。
禅
も
独
自
の
神
秘
主
襲
を
展
開
す
る
が
、
そ
れ
と

て
もm

ahāyāna-m
ystik

の
一
つ
の
必
然
的
展
開
で
あ
る
こ
と

を
示
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
又
同
様
に
豊
か
な
神
秘
主
義
の
展

開
が
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
も
そ
の
一
つ
の
典

型
で
あ
る
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
の
神
秘

体
験
も
ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義spanische M

ystik

の
流
れ
の
深
み

の
内
か
ら
成
立
し
て
い
っ
た
。

ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア(

一
五
一
五
～
一
五
八
二)

は
、
レ
コ

ン
キ
ス
タ(

七
一
八
～
一
四
九
二)

に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
か
ら

レ
ス
ポ
ン
ス

河
波 

昌
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か
ら
も
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
紀
元1

世
紀
頃
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
る
『
般
舟
三
昧
経
』
に
お
け
る
「
般
舟
」pratyutpanna

は
ま
さ
に
確
実
な
臨
在
性
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
のprati

に
は
、「
あ
い
対
し
て
」「
近
く
に
」「
現

前
に
」
等
の
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
キ
リ
ス
ト
が
私
の
側

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。」(

七
五

頁)

そ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
キ
リ
ス
ト
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の

中
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
更
に
進
ん
で
彼
女
に
神
秘
的
な
合
一unio m

ystica 

が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。「
…
突
然
私
の
魂
が
深
い
潜
心
に
入
り
、

魂
の
全
体
が
裏
も
端
も
上
も
下
も
、
す
べ
て
照
り
輝
い
て
い
な

い
と
こ
ろ
と
て
な
い
明
澄
な
鏡
で
あ
る
か
に
見
え
ま
し
た
。
そ

し
て
そ
の
中
心
に
、
い
つ
も
み
る
姿
で
キ
リ
ス
ト
が
現
れ
て
お

り
ま
し
た
。
私
の
魂
の
す
べ
て
の
部
分
に
お
い
て
鏡
に
映
る

よ
う
に
は
っ
き
り
と
彼
が
見
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
」

(

七
七
頁)

右
の
状
況
は
『
無
量
寿
経
所
説
の
釈
尊
自
身
のunio m

ystica 

(

三
昧)

に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
釈
尊
が
阿
弥
陀
仏
と
一
体

化
し
て
「
…
光
顔
巍
巍
た
る
こ
と
明
浄
な
る
鏡
の
影
の
表
裏
に

暢
る
が
ご
と
し
」
の
文
は
魂
の
全
体
が
鏡
の
よ
う
に
そ
の
全
体

を
貫
い
て
輝
き
わ
た
っ
て
い
る
点
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

に
は
デ
レ
ジ
ア
と
釈
尊
に
お
け
る
種
々
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら

ず
共
通
の
地
平
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
テ
レ
ジ
ア
の
祈
り
に
は
神
の
恩
寵
の
は
た
ら
き
が
あ
る

が
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る
言
葉
と
し
て
、

威
神
力
、
加
持
力
、
他
力
等
が
考
え
ら
れ
る
。(

た
と
え
ば
『
般

舟
三
昧
経
』
等)

な
お
、『
自
叙
伝
』
に
は
念
祷
の
四
段
階
の
興
味
深
い
論
述
が

み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
四
段
階
は
、「
天
か
ら
大
雨
が
降

る
こ
と
で
、
こ
れ
は
人
間
の
側
か
ら
の
意
向
、
努
力
と
は
ま
っ

た
く
無
関
係
だ
が
、圧
倒
的
な
潅
漑
効
果
を
及
ぼ
す
」(

八
二
頁)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
内
容
は
仏
教
に
も
み

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
釈
尊
自
身
も
そ
の
実
践
を
説
い
た
七
覚

支(

七
段
階
の
覚
支bodhyanga)

に
お
い
て
も
最
初
は
祈
り
へ

の
一
点
集
中(

択
法
覚
支)

か
ら
喜
び
に
包
ま
れ(

喜
覚
支)

、

や
が
て
意
志
の
努
力
な
く
そ
の
祈
り(

三
昧)

が
実
現
し
て
ゆ

く(
捨
覚
支)

。
あ
る
い
は
初
期
の
大
乗
仏
教
か
ら
登
場
す
る
十

地
（
す
な
わ
ち
十
段
階
で
深
ま
っ
て
い
く
菩
薩
の
悟
り
の
境
地
）
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に
お
け
る
地 bhūm

i 

と
は
心
が
そ
こ
に
お
く(

住
む)

と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
の
第
七
地
以
降
は
任
運
無
作
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
第
十
は
法
雲
地
と
よ
ば
れ
、
テ
レ
ジ
ア
の
「
天
か
ら
大
雨

の
降
る
ご
と
く
に
努
力
と
は
全
く
無
関
係
だ
か
効
果
を
及
ぼ
す
」

叙
述
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
て
、
更
に
進
ん
で
『
魂
の
城
』Seelensburg

は
内
面(

自

己
自
身)

へ
の
途
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
城
を
魂
と
同
一
視
し

て
い
る
。
テ
レ
ジ
ア
の
城
は
七
つ
の
同
心
円
か
ら
な
り(

完
癒

へ
の
七
つ
の
段
階)

、
外
円
か
ら
次
第
に
内
円
に
深
ま
り
、
そ

の
中
心
の
第
七
の
住
ま
い(

中
央)

は
ま
さ
に
彼
女
の unio 

m
ystica 

の
究
極
で
あ
る
。「
城
の
第
七
住
居
の
大
き
な
特
徴
は
、

そ
こ
で
は
特
殊
な
脱
魂
、
恍
惚
と
い
っ
た
「
体
験
」
が
ほ
ぼ
消

滅
す
る
こ
と
だ
っ
た
」(

八
八
頁)

は
そ
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
で
脱
魂
、
恍
惚
と
い
っ
た
体
験
の
消
滅
が
大
乗
仏
教

に
お
け
る
「
空
」
と
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
西
田
は
晩
年
、
そ
の
『
宗
教
論
』(

第
七
論
文
集)

で

し
き
り
に
、「
個
は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
」
と
繰
り
返
し
述
べ

て
い
る
。
二
番
目
の
個
は
テ
レ
ジ
ア
に
関
し
て
云
え
ば
キ
リ
ス

ト
自
身
が
考
え
ら
れ
、
三
番
目
の
個
で
テ
レ
ジ
ア
自
身
が
本
来

の
自
己(

個)

に
帰
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
深
ま
り
が
「
城
」

の
第
七
住
居
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
大
乗
仏
教
に

お
け
る
『
大
品
般
若
経
』
や
『
維
摩
経
』
等
に
お
い
て
も
、
如

来
に
対
面
す
る
処
に
個
の
成
立
が
み
ら
れ
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

のprati

に
は
個
々
の
、
対
と
し
て
の
個
々
に
お
け
る
、
の
意
味

も
あ
る
）、
又
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
モ
ナ
ド
」m

onad

が
そ
の

近
年
の
資
料
か
ら
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
祈
り
に
直
結
し
て
い
る
点
か

ら
も
興
味
津
津
た
る
も
の
が
あ
る
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
も
神

の
前
の
単
独
者 vor G

ott allein sein 

が
近
代
に
お
け
る
個
の
成

立
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
も
豊
か
な
神
秘
主

義
的
背
景
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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言
葉
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
こ
れ
が
彼
女
が
第

七
住
居
の
段
階
に
至
っ
た
時
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

一
挙
に
言
う
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
彼
女
は
最

終
的
な
境
地
、
第
七
住
居
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
厭
離
穢
土
の
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
、
こ
の
世
に
い
る
こ
と
が
快
く
な
か
っ
た
、

む
し
ろ
早
く
死
ん
で
神
様
の
と
こ
ろ
に
行
き
た
い
と

い
う
欲
望
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
キ
リ
ス
ト
に
近
づ
き
た

い
、
近
づ
く
た
め
に
は
、
肉
体
は
邪
魔
だ
と
ま
で
感
じ

て
い
た
け
れ
ど
、
今
は
そ
の
よ
う
な
感
覚
が
な
く
な
っ

た
と
言
う
の
で
す
。
仏
教
の
言
葉
だ
と
往
相
と
還
相
と

い
う
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の

境
地
に
到
っ
て
、
世
界
の
見
え
方
が
少
し
変
わ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
労
苦
の
多
い
世
界
に
新
た
に
関

わ
っ
て
ゆ
こ
う
、
活
動
が
大
事
な
の
だ
、
マ
ル
タ
と
マ

リ
ア
が
一
緒
に
な
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
思
え
て
く

る
。
そ
の
時
、
彼
女
が
見
て
い
る
世
界
は
、
そ
こ
か
ら

脱
出
し
て
き
た
世
界
と
は
少
し
違
う
の
だ
ろ
う
と
思
い

鶴
岡 

わ
た
く
し
の
取
り
散
ら
か
し
た
よ
う
な
話
に
大
変
的
確

で
重
要
な
対
比
項
を
い
く
つ
も
置
い
て
い
た
だ
き
ま
し

て
、
そ
れ
に
よ
り
十
六
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
の
や
や
特
殊

な
宗
教
世
界
を
生
き
た
テ
レ
ジ
ア
を
、
東
西
宗
教
交
流

学
会
と
い
う
大
き
い
場
所
に
置
い
て
い
た
だ
け
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
特
に
ご
質
問
と
い
う
形

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
テ
レ
サ
の
よ
う
な

テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
も
様
々
な
仏
教
の
経
典
や
教
説
と

の
有
効
な
対
比
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

は
、い
く
つ
も
教
え
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。で
は
、

具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
申
し
ま
す

と
難
し
い
で
す
が
、
思
い
つ
い
た
こ
と
を
一
つ
申
し
ま

す
。
河
波
先
生
が
般
若
心
経
の
「
空
即
是
色
」
と
い
う

討
議 

Ⅲ 

司
会　

河
波 

昌
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ま
す
。
彼
女
は
『
自
叙
伝
』
の
最
後
に
「
世
界
が
私
に

は
夢
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

今
ま
で
生
き
て
き
た
人
生
経
験
の
中
で
、
世
界
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
の
感
じ
方
が
あ
る
種
の
夢
の
よ
う
に
変
わ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
空
即
是

色
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
色
が

単
な
る
色
で
は
な
く
な
っ
た
。
現
実
世
界
の
中
で
活
動

し
て
、
教
会
を
動
か
し
て
、
新
し
い
修
道
会
を
造
っ

て
、
と
非
常
に
実
践
的
に
動
け
る
人
な
の
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
活
動
の
舞
台
で
あ
る
こ
の
世
を
ど
こ
か
夢
の

よ
う
に
見
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
を
彼
女
自
身
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
示
す

の
は
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
、「
空
即
是
色
」
と
い
う

言
葉
か
ら
そ
の
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
、「
個
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

テ
レ
ジ
ア
の
体
験
記
述
を
わ
た
し
た
ち
が
読
ん
だ
時
に

感
じ
る
一
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
、
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

の
質
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
彼
女

の
個
性
、
十
六
世
紀
に
生
き
た
一
人
の
女
性
と
し
て
の
、

歴
史
的
実
在
と
し
て
の
個
性
と
密
着
し
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
い
ま
す
。
一
般
論
と
し
て
書
い
て
あ
る
の
で

は
な
く
て
、「
わ
た
し
は
こ
う
で
し
た
」
と
い
う
常
に

自
己
語
り
で
す
。
肉
体
を
持
っ
て
生
き
た
一
人
の
女
性

と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
も

し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
を
「
個
」
と
言
っ
て
良
い
の
か
。「
個

は
個
に
対
し
て
個
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
個
と

言
っ
て
良
い
の
か
、
そ
れ
は
少
し
違
う
よ
う
な
気
も
す

る
の
で
す
ね
。
特
に
近
代
的
な
個
と
い
う
の
は
、
い
わ

ゆ
る
個
性
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
個
を
捉
え
る
と

い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
テ
レ
サ
の
読
ま
れ
方
も
そ
う
な
っ
て
い
る
。
個

と
個
性
と
い
う
の
は
、
個
性
が
な
け
れ
ば
個
が
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
微
妙
に
違
う
よ
う

な
気
も
し
ま
す
。
で
も
、
関
係
し
て
い
る
よ
う
な
気
も

し
ま
す
。
あ
る
い
は
、
近
代
的
な
感
覚
だ
と
個
の
個
た

る
所
以
を
、
た
と
え
ば
中
世
哲
学
で
言
う
「
こ
の
も
の

性
」
で
は
な
く
て
、
人
間
の
個
性
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
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そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
や
魅
力

を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
個
の
捉

え
方
が
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
捉
え
る
経

験
と
か
体
験
と
か
が
、
西
田
哲
学
で
「
個
は
個
に
対
し

て
個
」
と
言
わ
れ
る
個
の
捉
え
方
と
ど
う
同
じ
で
ど
う

違
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
わ
た
し
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
興
味
深
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

河
波	

た
ぶ
ん
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
近
代
的
な
個

性
と
い
う
概
念
と
離
れ
た
と
こ
ろ
で
テ
レ
ジ
ア
の
個
は

成
立
し
て
い
る
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る

か
と
言
い
ま
す
と
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
と
対
面
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
祈
り
に
入
る
と
き
に
は
、
そ

こ
に
は
友
だ
ち
の
シ
ス
タ
ー
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

修
道
院
の
役
員
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
祈
り

の
中
に
入
る
と
、
そ
う
い
う
も
の
が
全
部
消
滅
し
て
、

キ
リ
ス
ト
と
彼
女
だ
け
と
い
う
世
界
が
出
て
く
る
と
思

う
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
個
と
い
う
も
の
が

成
り
立
つ
。
後
期
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
文
献
に
た
く
さ
ん

出
て
く
る
問
題
で
す
。
祈
り
の
成
立
に
お
け
る
個
の
成

立
は
、
近
代
的
な
個
の
成
立
と
は
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
う

の
で
す
が
、
む
し
ろ
近
代
的
な
個
と
い
う
も
の
も
中
世

の
個
と
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
近
代
的
な

個
を
成
立
さ
せ
て
い
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
か
な
、
と

私
の
感
想
で
す
。

鶴
岡	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
も
う
一
つ
だ
け
追
加
し

ま
す
。
わ
た
し
は
「
個
は
個
に
対
し
て
個
」
と
い
う
西

田
の
言
葉
の
意
味
が
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
な
い
の
で

す
が
、
河
波
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
個
は
、

人
間
が
他
人
・
他
者
と
い
う
よ
り
も
神
に
対
し
た
時
に

出
て
く
る
個
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
近
代
的
な
個
と
ま
た

少
し
違
う
と
い
う
か
、
そ
れ
が
個
物
や
個
人
と
言
わ
れ

る
と
き
の
個
と
ど
う
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
重

大
な
が
ら
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
テ
レ
ジ
ア

の
神
秘
体
験
の
核
心
だ
と
思
う
の
で
す
が
、「
キ
リ
ス
ト

が
常
に
私
の
隣
に
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
少

し
補
っ
て
お
き
ま
す
。
テ
レ
ジ
ア
が
神
と
い
う
言
葉
を
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使
う
と
き
に
は
、
そ
れ
は
主
、
セ
ニ
ョ
ー
ル
と
か
キ
リ

ス
ト
と
か
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
あ
る
意
味
で
の
擬
人
化

と
い
い
ま
す
か
、
あ
る
種
の
人
格
性
を
持
っ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
神
一
般
と
い
う
も
の
を
考

え
て
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
言
葉
の
上

で
は
そ
う
で
す
。
彼
女
が
結
婚
す
る
と
言
っ
て
い
る
の

は
キ
リ
ス
ト
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
神
の
受
肉
と
い

う
大
き
な
教
義
の
枠
の
中
で
考
え
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
す
。

八
木
誠
一　

僕
は
神
秘
主
義
と
い
う
も
の
が
よ
く
分
か
ら
な
い

の
で
す
よ
。
だ
け
れ
ど
、
今
回
の
ご
発
表
を
伺
っ
て
、

河
波
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
て
、
あ
る
程
度
見
当
が

つ
い
て
き
た
よ
う
な
気
も
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
全
体

の
枠
組
み
が
直
接
性
と
媒
介
性
と
い
う
こ
と
な
の
で
そ

う
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
い
く
つ
か
の
こ
と
を
教
え

て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。
ま
ず
は
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で

す
よ
ね
、
特
に
お
城
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
そ
う
な
の
だ
け

れ
ど
も
。
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
の
は
旧
約
聖
書
で
も
新

約
聖
書
で
も
広
義
の
言
葉
で
す
よ
ね
。
事
柄
そ
の
も
の

で
は
な
く
て
解
釈
さ
れ
る
言
葉
で
す
よ
ね
。
現
代
の
心

理
学
で
は
、
夢
と
か
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
の
は
一
種
の

言
葉
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
そ
う
い
う

観
点
か
ら
夢
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
訳
な
の
で
。
僕

は
夢
す
べ
て
が
そ
う
解
釈
で
き
る
と
は
思
わ
な
い
け
れ

ど
も
、
そ
う
解
釈
さ
れ
る
夢
が
あ
る
と
い
う
の
も
事
実

で
す
ね
。
つ
ま
り
お
城
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、

「
象
徴
」
と
い
う
と
少
し
外
れ
る
け
れ
ど
、「
形
」
と
い

う
と
厳
密
で
は
な
く
て
、
あ
え
て
言
え
ば
や
は
り
象
徴

と
い
う
こ
と
で
、
表
現
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

内
的
な
感
覚
を
外
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
転
換
で
き
る
人
、

む
し
ろ
内
的
な
感
覚
を
は
じ
め
か
ら
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し

て
表
現
す
る
人
が
い
る
の
で
す
よ
ね
、
だ
か
ら
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
の
根
本
に
あ
る
の
は
内
的
な
経
験
な
の
で
は
な
い

か
、
と
読
ん
で
い
て
感
じ
た
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
完
全
に
分
か
っ
て
な

い
か
ら
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
最
後
ま
で

行
っ
て
完
全
に
分
か
れ
ば
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
消
失
す
る
も
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キ
リ
ス
ト
が
出
て
き
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
キ
リ

ス
ト
、
わ
れ
と
共
に
あ
る
」
と
い
う
面
が
強
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
「
わ
た
し
に
お
け
る

神
の
働
き
」
を
キ
リ
ス
ト
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
さ
ら

に
そ
の
キ
リ
ス
ト
が
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
フ
ァ
イ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
が
わ

た
し
と
共
に
」
と
い
う
形
で
の
形
象
化
が
出
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
や
は
り
、
今
日
お
っ
し

ゃ
っ
た
と
こ
ろ
を
聞
い
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
が
わ
た

し
の
全
体
に
浸
透
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、

キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
。
つ
ま
り
、
神
神
秘
主
義
と
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義

と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
と
。
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
を
完
全
に
除

外
し
て
い
る
よ
う
に
は
僕
に
は
思
え
な
い
、
ち
ょ
っ
と

そ
の
点
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
第
三
点
目
、

神
と
合
一
と
言
っ
た
場
合
に
、
実
体
的
一
と
作
用
的
一

が
あ
り
ま
し
て
、
実
体
的
一
と
い
う
の
は
グ
ノ
ー
シ
ス

主
義
が
そ
う
で
、
人
間
の
プ
ネ
ウ
マ
が
神
の
一
部
だ
と

の
な
の
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と

い
う
の
は
表
現
言
語
と
し
て
、
つ
ま
り
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
了
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
一
点
で

す
。
も
う
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
が
や
は
り
出
て
き
ま
す
け

れ
ど
、
新
約
聖
書
の
場
合
だ
と
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と

い
う
個
人
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

わ
た
し
の
中
に
お
け
る
神
の
働
き
の
こ
と
を
キ
リ
ス
ト

と
言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、

パ
ウ
ロ
で
も
ヨ
ハ
ネ
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
キ
リ
ス

ト
神
秘
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
ね
。「
わ
た

し
が
キ
リ
ス
ト
の
中
に
」、
そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
が
わ

た
し
の
中
に
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
神
秘

主
義
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
が
神

の
中
に
、
神
が
キ
リ
ス
ト
の
中
に
」
と
い
う
言
い
方
が

あ
り
ま
し
て
。「
わ
た
し
が
神
の
中
に
、
神
が
わ
た
し

の
中
に
」
と
い
う
言
い
方
は
割
と
少
な
い
の
で
す
よ
ね
。

キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
を
媒
介
に
し
て
キ
リ
ス
ト
と
一
つ

に
な
る
こ
と
が
、
即
「
神
と
一
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と

が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。
ご
発
表
を
伺
っ
て
い
ま
す
と
、
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く
て
行
動
に
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、「
働
き
の
一
」

と
い
う
面
が
テ
レ
ジ
ア
の
場
合
も
強
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
な
と
思
い
ま
す
。
実
体
的
一
と
作
用
的
一
を
区
別

し
た
上
で
、
作
用
的
一
と
い
う
の
は
非
常
に
キ
リ
ス
ト

教
的
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
。
以
上
、
三
点
に
つ
い
て
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

鶴
岡	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
の
と
こ
ろ
か
ら
行

き
ま
す
と
そ
の
通
り
で
す
。
バ
ル
ト
を
は
じ
め
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
人
が
ド
イ
ツ
語
で
ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
と
言
う

と
、
悪
い
も
の
、
と
ま
で
い
か
な
く
て
も
キ
リ
ス
ト
教

の
本
来
か
ら
は
外
れ
る
も
の
と
と
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
一
方
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
が
ミ
ス
テ
ィ
カ
と
言
う

と
良
い
も
の
、
と
き
に
キ
リ
ス
ト
教
の
精
華
の
よ
う
に

と
ら
れ
ま
す
。
捉
え
方
が
違
う
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら

神
秘
主
義
と
い
う
言
葉
も
、
使
う
人
に
よ
っ
て
何
を
考

え
て
い
る
の
か
相
当
違
う
の
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
テ
レ
ジ
ア
の
よ
う

な
人
、
お
も
に
女
性
で
す
が
、
哲
学
的
な
思
弁
が
で
き

い
う
よ
う
な
実
体
的
一
な
の
で
す
が
、
新
約
聖
書
の
場

合
は
作
用
的
一
で
し
て
ね
。
神
の
働
き
が
自
分
の
働
き

だ
、
神
の
働
き
か
ら
わ
た
し
が
働
く
、
わ
た
し
の
働
き

が
神
の
働
き
だ
、
一
番
の
典
型
は
愛
で
す
。
神
は
愛
だ
、

愛
と
は
神
か
ら
出
る
。
わ
た
し
を
愛
す
る
こ
と
が
神
を

愛
す
る
こ
と
と
一
つ
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
は
、

個
が
普
遍
に
溶
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

愛
と
い
う
の
は
個
と
個
の
関
係
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う

作
用
的
一
の
場
合
は
個
な
の
で
す
よ
ね
。
こ
こ
で
は
個

が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
作
用
的
一
の

個
と
個
の
関
係
が
、
西
田
の
言
っ
て
い
る
よ
う
な
「
個

は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
」
と
い
う
面
と
し
て
も
出
て

く
る
わ
け
で
す
ね
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
ご
承
知
の
よ

う
に
、
神
秘
主
義
は
大
嫌
い
で
し
て
ね
。
神
秘
主
義
を

攻
撃
す
る
の
で
す
が
、
読
ん
で
み
る
と
バ
ル
ト
は
神
秘

主
義
は
実
体
的
一
を
言
う
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

そ
う
で
は
な
く
て
作
用
的
一
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ

ば
そ
れ
ほ
ど
嫌
う
必
要
性
は
な
い
で
す
よ
ね
。
テ
レ
サ

は
最
後
に
行
動
に
出
て
ゆ
き
ま
す
よ
ね
。
観
想
で
は
な
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と
か
、「
神
の
中
に
わ
た
し
が
い
る
」
と
い
っ
た
言
い
方

は
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
言
葉
に
す
る
と
矛
盾
で
す
が
、

そ
れ
を
整
合
的
に
整
理
し
な
け
れ
ば
と
い
う
理
論
的
関

心
も
彼
女
に
は
な
い
。
と
に
か
く
、
彼
女
が
神
と
「
一

つ
」に
な
る
と
言
っ
た
時
に
も
、そ
れ
を「
神
秘
的
合
一
」

と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は

「
一
緒
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
た
し
と
神
が

溶
け
合
う
と
い
う
よ
り
は
、
ま
さ
に
神
と
彼
女
の
働
き

が
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
神
秘
階

梯
の
最
後
の
段
階
で
は
、
こ
の
世
で
働
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
は
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
働
き
は
、
人
間
と

し
て
働
く
と
共
に
そ
れ
が
神
の
働
き
に
な
っ
て
い
る
か

ら
働
け
る
と
い
う
実
感
が
、
彼
女
が
神
と
一
つ
に
な
る

と
い
う
こ
と
の
内
実
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
こ
と
を

語
る
こ
と
が
同
時
に
神
を
語
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い

う
の
も
、
わ
た
し
が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
根
本
的
に
は

神
の
働
き
な
の
だ
、
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
か
ら
で
、

だ
か
ら
こ
そ
自
己
語
り
が
神
語
り
に
な
り
う
る
と
、
彼

女
は
考
え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
意
味

な
い
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
語
彙
を
持
っ
て
い
な
い
人

に
と
っ
て
、
神
と
の
実
体
的
な
一
と
い
っ
た
こ
と
は
考

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
彼
女
が

神
と
い
っ
た
時
に
何
を
考
え
て
い
る
か
は
難
し
い
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
と
言
っ
た
時
に
も
、
ナ

ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
い
う
感
覚
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま

す
。
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
理
解
に
は
、
当
時
の
バ
ロ
ッ
ク

時
代
の
教
会
に
掲
げ
ら
れ
た
血
を
流
し
た
キ
リ
ス
ト
像

の
よ
う
な
あ
る
種
の
人
間
的
な
生
々
し
さ
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
生
身
の
人
間
だ
っ
た
キ
リ
ス
ト
、
そ
れ

が
神
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
神
の
受
肉
の
教
義
、
キ
リ

ス
ト
教
の
根
本
の
教
義
を
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ

ス
ト
は
、
わ
た
し
と
共
に
い
る
そ
う
し
た
他
者
で
す
か

ら
、
他
者
と
実
体
的
に
一
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
ま
せ
ん
。
実
体
的
一
に
な
り
た
い
わ
け
で
は
な
く
て

結
婚
し
た
い
わ
け
で
す
。
相
手
と
わ
た
し
が
本
当
に
一

体
に
な
っ
た
ら
結
婚
で
き
な
い
の
で
、
わ
た
し
と
無
差

別
に
な
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
キ
リ
ス
ト
を
捉
え
る
こ

と
は
な
い
で
す
。
た
だ
「
わ
た
し
の
中
に
神
が
い
る
」



103 ――― 東西宗教研究　第 12 号・2013 年

つ
に
な
っ
て
い
る
。

鶴
岡	

そ
う
で
す
よ
ね
。
で
あ
れ
ば
、
言
語
だ
と
い
う
の
は
そ

の
通
り
で
す
。
た
だ
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
何
ら
か
視
覚
的

に
見
え
る
も
の
な
の
で
、「
文
字
と
し
て
の
言
語
」
で

は
な
い
の
で
、
そ
こ
で
も
う
一
段
難
し
い
こ
と
が
起
こ

っ
て
き
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
女
が
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル

に
見
た
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
彼
女
が

言
語
に
し
た
も
の
を
更
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
も
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
視
覚
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、

彼
女
は
更
に
文
字
と
し
て
の
言
語
に
ま
で
発
展
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木
誠
一　

つ
ま
り
、
ヴ
ィ
シ
ョ
ン
の
根
本
に
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と

区
別
さ
れ
た
り
、
切
り
離
さ
れ
た
り
は
し
な
い
け
れ
ど
、

内
的
な
感
覚
と
い
う
か
自
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

鶴
岡	
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
お
話
で
言
え
ば
、
そ
れ
を

体
験
そ
の
も
の
と
い
う
段
階
で
言
お
う
と
し
た
の
で

す
。
そ
れ
が
何
ら
か
理
解
さ
れ
て
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
な
る

で
、
テ
レ
ジ
ア
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
と
神
神
秘

主
義
を
分
け
る
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
神
秘
主
義
で
す
。 

　

最
後
に
最
初
の
問
い
で
す
け
れ
ど
も
、
テ
レ
ジ
ア
に

よ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
記
述
、
こ
れ
を
ど
う
取
る
か
で
す

ね
。
理
論
の
言
葉
・
概
念
の
言
葉
で
は
な
い
語
り
方
を

ど
う
読
め
る
の
か
。
そ
れ
は
象
徴
で
あ
り
、
で
す
か
ら

解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
、
と
言
っ
て
も
良
い
と

思
い
ま
す
。
わ
た
し
が
そ
れ
を
読
も
う
と
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
何
ら
か
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

八
木
誠
一　

つ
ま
り
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
の
は
広
い
意
味
に

お
け
る
言
語
で
す
か
。
つ
ま
り
、
内
的
な
感
覚
が
外
的

に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

た
ま
に
、
内
的
感
覚
を
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
変
換
す
る
人
が

い
る
ん
で
す
よ
ね
。

鶴
岡	

そ
う
言
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
内
的
な
も

の
が
先
に
あ
っ
て
そ
れ
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
言
い
方

で
は
…
。

八
木
誠
一
　
そ
う
い
う
変
換
で
は
な
く
て
、
は
じ
め
か
ら
ひ
と
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意
味
を
持
つ
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
日
本
語
で
訳

す
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
と
て
も
気
に
な
り

ま
す
ね
。

鶴
岡	

密
教
の
言
葉
な
の
か
、「
示
現
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
ね
。
こ
ち
ら
の
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

た
だ
、
旧
約
の
も
の
で
も
「
幻
視
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
て
、
た
と
え
ば
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
見
た
幻
視
」

と
い
う
訳
し
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
示
現
」
で
も

良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

河
波	

華
厳
教
で
も
縦
横
無
尽
に
そ
れ
が
出
て
く
る
の
で
す

ね
、
一
点
に
集
中
す
る
と
い
う
形
で
。

八
木
誠
一
　
使
徒
言
行
録
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で

は
な
く
て
、
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

河
波	

あ
と
先
生
は
ご
論
文
で
仏
典
の
言
葉
を
使
わ
れ
て
い
ま

す
ね
。「
入
我
我
入
」
と
。
あ
れ
は
八
世
紀
の
真
言
宗

の
不
空
三
蔵
の
言
葉
で
す
ね
。
こ
の
言
葉
は
「
キ
リ
ス

ト
が
わ
た
し
の
中
に
あ
り
、
わ
た
し
の
中
に
キ
リ
ス
ト

が
あ
る
」
と
典
型
的
な
ミ
ス
テ
ィ
カ
な
言
葉
だ
と
思
い

の
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木
誠
一
　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
お
陰
様
で
だ
い
た
い
神
秘
主
義

に
関
し
て
見
当
が
つ
い
て
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

河
波	

ミ
ス
テ
ィ
ー
ク
の
立
場
で
、「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う

の
は
日
本
語
で
訳
す
と
ど
う
訳
し
た
ら
良
い
で
す
か
。

鶴
岡	

幻
と
い
う
字
を
書
い
て
「
幻
視
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が

多
々
あ
り
ま
す
が
、
幻
で
は
な
く
て
、
す
ご
い
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見

る
人
に
と
っ
て
は
普
通
の
現
実
的
視
覚
よ
り
遥
か
に
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
も
の
が
見
え
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
幻
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
い
た
く
な
い
の
で
、

わ
た
し
は
カ
タ
カ
ナ
で
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
書
い
て
逃

げ
て
お
り
ま
す
。

河
波	

こ
れ
は
祈
り
の
段
階
で
非
常
に
重
要
な
の
で
、
何
か
ギ

リ
シ
ャ
正
教
の
イ
コ
ン
と
繋
が
る
も
の
が
あ
り
ま
す

ね
。
実
際
カ
ト
リ
ッ
ク
の
シ
ス
タ
ー
た
ち
が
祈
り
の
場

に
立
つ
と
き
に
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
が
徹
底
的
な
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つ
は
今
回
の
テ
ー
マ
の
直
接
性
と
媒
介
性
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
で
す
が
、
こ
の
自
叙
伝
で
も
そ
う
で
す
が
、

自
己
語
り
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
ね
。

恍
惚
的
な
神
秘
体
験
で
あ
っ
て
、
言
語
を
超
え
た
一
種

の
神
秘
体
験
な
の
だ
け
れ
ど
、
言
語
を
超
え
た
神
秘
体

験
が
言
葉
と
な
っ
て
、
言
葉
へ
と
促
さ
れ
る
力
が
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
自
叙
伝
と
い
う
の
は
言

葉
で
表
す
以
上
は
、
自
分
の
体
験
を
振
り
返
っ
て
反
省

し
て
確
認
し
つ
つ
表
現
し
て
ゆ
く
わ
け
で
す
か
ら
、
表

現
行
為
と
い
う
こ
と
を
言
う
場
合
に
そ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。
直
接
的
な
神
秘
体
験
と
そ
れ
を
言
葉
に

よ
っ
て
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
表
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
、
自
分
の
体
験
が
も
っ
と
深
ま
っ
て
ゆ
く
も
の

な
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
も
う
少
し
聞
か
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

鶴
岡	
最
初
の
被
造
者
感
情
と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り
だ
と

思
い
ま
す
。
テ
レ
ジ
ア
は
自
己
語
り
が
即
ち
神
語
り

に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
テ
レ

ま
す
が
。

鶴
岡	
そ
れ
を
意
識
し
て
、
仏
教
の
言
葉
で
ぴ
っ
た
り
だ
と
思

い
ま
し
て
敢
え
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

井
上	

今
日
は
ア
ヴ
ィ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
に
つ
い
て
興
味
深
く
拝

聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
質
問
が
あ
る
の
で
す
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ

ハ
ー
が
宗
教
を
「
絶
対
依
存
の
感
情
」
と
言
っ
て
い
る
。

「
絶
対
依
存
の
感
情
」
に
対
し
て
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト

ー
が
批
判
し
ま
し
て
ね
、「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。
自
分
を
超
え
た
も
の
が
実
際
に
い

る
と
い
う
実
在
感
が
あ
っ
て
、
実
在
感
が
気
配
と
し
て

あ
る
、
と
。
そ
う
し
た
場
合
に
、
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
と
い
う

の
は
自
分
を
超
え
た
も
の
の
前
に
い
る
の
で
自
分
を
無

力
な
も
の
に
感
じ
る
と
い
う
、
こ
れ
は
被
造
者
感
情
と

言
い
ま
す
が
、
強
大
な
も
の
を
前
に
し
て
自
分
が
空
無

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
感
情
が
一
つ
の
聖
な
る
も
の
と
い

う
感
情
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
テ
レ
ジ
ア

に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
一
つ
。
も
う
一
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う
ま
く
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
問
題
に
な
る
わ
け

で
す
。
言
え
な
け
れ
ば
何
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
自

分
で
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
が
彼
女
の
大
き
な
苦
し
み

に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
体
験
か
ら
彼
女
の
具
体
的
な

言
葉
に
至
る
ま
で
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
て
、
最
終
的
に

は
彼
女
が
満
足
す
る
よ
う
な
も
の
が
書
け
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
書
け
る
こ
と
自
体
も
何
ら
か
神
か
ら
与
え

ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
彼
女
は
納
得
し
て
ゆ
く
。

そ
の
過
程
自
体
が
大
変
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、

ほ
っ
と
い
た
ら
彼
女
は
何
も
書
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か

と
い
う
と
、
そ
れ
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も

こ
う
い
う
形
に
は
な
ら
な
か
っ
た
し
、
書
く
必
然
性
が

あ
る
も
の
と
し
て
の
経
験
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。

井
上	

そ
れ
で
も
う
一
点
で
す
が
、
や
は
り
自
己
語
り
で
す
か

ら
、
あ
く
ま
で
自
分
の
体
験
の
叙
述
で
す
よ
ね
。
た
と

え
ば
預
言
者
の
語
る
よ
う
な
神
の
言
葉
を
預
か
っ
た
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
は
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
な

ジ
ア
は
と
に
か
く
自
分
を
卑
下
す
る
の
で
す
。
自
分

は
罪
人
だ
と
縷
々
書
き
ま
す
。
と
同
時
に
、
自
分
は

素
晴
ら
し
い
と
も
語
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
素
晴
ら
し

い
か
と
い
う
と
、
こ
の
ダ
メ
な
わ
た
し
に
神
様
は
素

晴
ら
し
い
こ
と
を
し
て
く
れ
た
。
わ
た
し
は
美
し
い

と
語
り
ま
す
。
人
間
の
魂
は
こ
ん
な
に
綺
麗
な
の
で

す
よ
、
と
言
う
の
で
す
。
そ
の
裏
に
、
人
間
の
魂
は

本
当
に
酷
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で

す
。
非
常
に
素
晴
ら
し
い
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
、
わ

た
し
は
無
に
等
し
い
、
罪
の
塊
に
見
え
る
と
い
う
こ

と
が
痛
感
さ
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
的
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
を
被
造
者
感
情
だ
と
か
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ

と
言
っ
て
も
良
い
と
す
れ
ば
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。 

二
点
目
に
関
し
て
は
、
彼
女
自
身
が
自
分
の
体
験
・
経

験
を
言
語
で
語
る
必
然
性
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必

ず
し
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
い
う
体

験
が
あ
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
女
で
す
か
ら
、
神

父
に
報
告
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時

に
言
葉
に
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
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い
う
こ
と
が
色
々
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
一
つ
の

典
型
的
な
見
方
は
、
近
代
の
宗
教
心
理
学
的
な
立
場
か

ら
、
宗
教
経
験
の
資
料
集
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
読
ま

れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼
女
は
聖
女
で
あ
り
、

神
秘
階
梯
の
七
段
階
を
書
い
た
の
で
、
彼
女
の
基
準
に

従
っ
て
、
彼
女
の
神
秘
神
学
体
系
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
体
験
の
こ
と
、
こ
の

段
階
の
こ
と
は
テ
レ
ジ
ア
の
こ
の
本
に
書
か
れ
て
い
ま

す
と
い
っ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
に
も
使
わ
れ
る
。
指

導
す
る
神
父
が
読
ん
で
、
信
徒
や
シ
ス
タ
ー
の
体
験
に

つ
い
て
、
こ
れ
は
テ
レ
ジ
ア
の
神
秘
階
梯
の
ど
こ
に
相

当
す
る
か
ら
こ
う
指
導
し
た
方
が
良
い
と
い
っ
た
よ
う

な
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
す
。
こ
の
系
譜
が
、
二
十
世
紀
に

至
る
ま
で
続
い
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
私
と
し
て
は

あ
ま
り
面
白
い
読
み
方
で
は
な
い
で
す
ね
。

花
岡	
大
変
興
味
深
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
自
叙
伝

で
は
第
七
段
ま
で
あ
り
、
魂
の
神
秘
体
験
で
は
直
接
的

な
神
と
の
各
ス
テ
ー
ジ
で
の
体
験
と
、
悪
魔
や
イ
エ
ス

り
ま
す
と
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
う
読
め
ば
よ
い
の
か
と

思
う
の
で
す
。

鶴
岡	

そ
れ
が
問
題
で
、
わ
た
し
と
し
て
は
こ
う
い
う
ふ
う
に

読
み
た
い
と
い
う
読
み
を
述
べ
た
つ
も
り
な
の
で
す

が
、
読
ま
れ
方
の
歴
史
に
つ
い
て
は
色
々
と
あ
り
ま
す
。

少
し
補
わ
し
て
頂
き
ま
す
と
、
衆
目
を
引
く
エ
ク
ス
タ

シ
ー
体
験
の
叙
述
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
見
よ
う

に
よ
っ
て
は
露
骨
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
見
え
る
こ
と

も
平
気
で
書
い
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
ベ
ル
ニ
ー
ニ
の

彫
刻
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の

を
多
く
の
シ
ス
タ
ー
が
読
む
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
テ

レ
ジ
ア
の
真
似
本
み
た
い
な
も
の
が
沢
山
現
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
に
ど
こ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る

か
と
い
う
と
、
何
か
不
思
議
な
体
験
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の

記
述
に
目
線
が
集
ま
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

で
す
が
、
著
作
を
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
み
る
と
、
そ
れ
に

留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
と
す
る
と
、
彼
女
の
素
晴
ら

し
さ
は
何
だ
ろ
う
、
彼
女
の
魅
力
は
何
な
ん
だ
ろ
う
と
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よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
直
接
性
の
方
が

媒
介
性
よ
り
も
大
事
だ
と
か
、
直
接
性
に
な
ら
な
き
ゃ

ダ
メ
だ
と
い
っ
た
含
意
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
テ
レ
ジ

ア
に
関
し
て
は
あ
ま
り
そ
の
よ
う
な
感
じ
は
あ
り
ま
せ

ん
。
媒
介
と
い
う
の
が
間
接
性
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
と
の
間
接
的
な
関
わ
り
は
嫌
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
る
種
の
直
接
性
を
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
直
接
性
が
一
と
言
い
ま
す
か
、
対
象

性
が
消
滅
し
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
と
す
る
と
、

そ
れ
を
ゴ
ー
ル
と
す
る
よ
う
な
態
度
は
、
テ
レ
ジ
ア
に

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

花
岡	

い
や
、
主
体
性
の
諸
位
相
と
言
う
限
り
は
、
直
接
性
と

媒
介
性
の
意
味
が
ど
う
で
あ
れ
、
錯
綜
し
な
が
ら
人
間

が
自
己
に
な
っ
て
い
く
過
程
と
言
い
ま
す
か
、
あ
る
い

は
瞬
時
、
瞬
時
に
両
方
が
錯
綜
し
な
が
ら
で
し
か
人
間

が
人
間
に
な
っ
て
ゆ
か
な
い
。
テ
レ
ジ
ア
さ
ん
は
そ
れ

を
ご
自
分
の
言
葉
で
描
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
わ
け
で
す
が
。
完
成
態
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

な
ど
の
媒
介
性
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
合
い
に
お
け
る
媒

介
性
と
直
接
性
を
経
て
、
最
終
的
に
は
城
に
た
ど
り
着

く
。
こ
こ
で
主
人
公
の
テ
レ
ジ
ア
の
個
あ
る
い
はself

に
お
け
る
本
当
の
一
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
然
法

爾
的
な
自
己
が
出
て
き
て
、
自
然
法
爾
的
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で

し
ょ
う
か
。

鶴
岡	

そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
は
良
く
分
か
ら
な
い
で
す
。
テ
レ
ジ
ア
の

七
段
階
を
十
牛
図
に
準
え
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に

誘
わ
れ
な
い
で
も
な
い
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
か
と
も

思
い
ま
す
。
テ
レ
ジ
ア
を
別
の
宗
教
伝
統
に
対
照
さ
せ

て
、
吸
収
し
て
し
ま
う
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
し
ま
う

と
、
テ
レ
ジ
ア
の
個
性
が
見
え
な
く
な
る
よ
う
な
気
も

す
る
の
で
、
そ
れ
は
生
産
的
で
は
な
い
な
と
い
う
感
じ

も
す
る
の
で
す
。
実
は
、
直
接
性
と
媒
介
性
と
い
う
対

比
の
意
味
は
、
田
中
先
生
か
ら
お
題
を
頂
い
た
時
か
ら
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き
る
わ
た
し
」
を
と
り
あ
え
ず
分
け
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
ど
れ
か
一
つ
に
収
斂
す
る
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
七
段
階
を
上
が
っ
て
い
く
に
し
て
も
、
第
一

段
階
の
私
や
第
二
段
階
の
私
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
同
時
に
そ
れ
は
あ
っ
て
、
一
段
階
と
二
段
階
を
経

て
き
た
と
い
う
経
緯
自
体
が
あ
っ
て
初
め
て
七
段
階
に

な
る
、
そ
う
い
う
全
体
を
経
験
と
言
い
た
い
と
い
う
の

が
、
大
体
の
結
論
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

八
木
誠
一
　
神
秘
体
験
に
は
時
期
は
あ
る
の
で
す
か
。
こ
の
時

期
に
は
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
た
け
れ
ど
も
だ
ん
だ
ん
な
く

な
る
と
か
、
集
中
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
と
か
、
ど
う

な
の
で
し
ょ
う
か
。

鶴
岡	

あ
り
ま
す
ね
。
何
月
何
日
の
こ
と
と
分
か
っ
て
い
る
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
も
多
々
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ジ
ア
が
、
い
つ
頃

か
ら
そ
う
い
う
体
験
を
持
ち
始
め
た
か
と
い
う
の
は
、

自
叙
伝
し
か
資
料
が
な
い
の
で
確
実
で
は
な
い
の
で
す

が
、
二
〇
代
の
頃
は
病
気
が
ち
な
の
で
す
が
、
そ
の
頃

か
ら
何
か
が
始
ま
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
ま
す
。
だ
ん

本
当
の
出
発
点
に
至
る
に
は
ど
う
す
る
か
、
本
当
の
自

己
と
し
て
生
き
は
じ
め
る
に
は
ど
う
す
る
か
、
そ
れ
は

両
方
の
一
体
と
言
い
ま
す
か
、form

less self

が
良
い

と
か
悪
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
本
当
に
自
己
が

生
き
て
い
る
出
発
点
と
い
う
も
の
が
人
間
に
と
っ
て
必

要
で
、
神
秘
体
験
と
は
言
い
な
が
ら
、
直
接
的
と
媒
介

性
が
良
い
意
味
に
せ
よ
悪
い
意
味
に
せ
よ
錯
綜
し
て
人

間
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
理
解
し
た
も

の
で
す
か
ら
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鶴
岡	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
聞
い
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
あ
り
が
た
い
限
り
で
す
。
主
体
性
の
諸

位
相
と
か
、
自
己
語
り
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
自
己
と
い
う
の
は
一
枚
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す

ね
。
い
ろ
い
ろ
な
自
己
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
言
葉

で
は
「
わ
た
し
」
に
し
か
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
の
「
わ
た
し
」
と
い
う
言
葉
の
出
処
と
か
、
主

体
性
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
今
日
の
発
表
で

は
、「
分
か
る
わ
た
し
」
と
「
書
く
わ
た
し
」
と
「
生
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長
町	

つ
ま
り
、
経
験
す
る
人
と
し
て
の
テ
レ
サ
は
同
時
に
生

き
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
経
験
す
る
テ
レ
サ
の

人
と
し
て
の
あ
り
方
が
、
ど
こ
か
ら
よ
り
根
源
的
な
自

己
と
し
て
開
か
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
女
の
体

験
と
か
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
深
ま
り
の
過
程
は
時
間
的
な
プ

ロ
セ
ス
で
は
な
く
て
、
彼
女
が
言
葉
化
す
る
上
で
見
出

し
た
自
己
が
生
ま
れ
出
る
根
源
か
ら
経
験
す
る
境
涯
と

し
て
の
自
己
が
生
ま
れ
出
る
根
本
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ

り
た
い
の
で
は
と
理
解
し
た
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

鶴
岡	

そ
う
取
っ
て
い
た
だ
い
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
テ

レ
ジ
ア
を
読
む
と
き
に
は
、
彼
女
自
身
の
個
人
の
ラ
イ

フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
き
ま

し
た
と
い
う
物
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
大
変
重
要
で

す
。
魂
の
城
が
七
重
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
番
奥

に
入
ら
な
い
人
も
そ
う
な
の
で
す
。
本
当
は
そ
う
な
の

に
、
お
城
の
一
番
外
側
に
い
て
あ
く
せ
く
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
人
の
中
に
キ
リ
ス
ト
が
い
な
い
と

だ
ん
激
し
い
も
の
も
起
き
て
き
て
、
落
ち
込
む
よ
う
な

闇
の
体
験
と
い
う
の
も
起
こ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
が

ひ
と
し
き
り
落
ち
着
い
て
自
叙
伝
が
書
け
る
よ
う
に
な

る
の
が
四
十
代
の
後
半
で
す
。
神
秘
体
験
に
翻
弄
さ
れ

て
い
る
時
期
に
は
自
叙
伝
は
書
け
な
い
。
そ
の
後
も

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
る
こ
と
は
頻
繁
に
あ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
晩
年
、
年
齢
で
言
え
ば
五
十
代
後
半
に
な
る
と
落

ち
着
い
て
き
て
、
身
体
が
浮
い
て
し
ま
う
と
か
、
そ
う

い
う
体
験
は
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。

長
町	

魂
の
城
の
第
七
段
階
に
ま
で
至
っ
た
あ
り
方
を
、
先
生

の
解
釈
で
体
験
の
人
が
消
滅
し
て
経
験
の
人
が
生
ま
れ

出
る
と
い
う
言
い
方
も
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
魂
の

階
梯
と
い
う
の
は
時
間
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
て
最

根
源
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
よ
り
根
源
的
経
験
的
な
境
涯
を

営
む
人
間
の
あ
り
方
が
開
け
る
と
い
う
意
味
で
お
っ
し

ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
理
解
し
た
の
で
す
が
、
そ
の

よ
う
に
理
解
し
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

鶴
岡	

少
し
ご
質
問
の
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
。



111 ――― 東西宗教研究　第 12 号・2013 年

す
る
」
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、「
見
性
体
験
す
る
」

と
は
言
わ
な
い
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が

素
人
の
思
い
な
の
で
す
が
。
つ
ま
り
、「
体
験
」
と
い

う
言
葉
を
導
入
し
た
時
に
、
わ
た
し
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、

近
代
西
洋
的
な
言
葉
を
入
れ
て
し
ま
っ
て
変
な
こ
と
が

起
こ
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。

森	

そ
れ
に
は
大
賛
成
で
す
。

八
木
誠
一　

と
て
も
意
地
悪
な
質
問
に
な
る
の
で
は
と
心
配
し

て
い
る
の
で
す
が
、
先
生
の
ペ
ー
パ
ー
の
注
五
で
す
ね
、

議
論
の
中
心
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
宗
教
的
経
験
と

体
験
、
言
葉
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
、
上
田
先
生
と
八

木
先
生
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
学
会
の
関
係
者
と
し
て
は
や
は
り
、
も
し
こ

の
お
二
人
の
思
索
に
触
れ
る
と
す
れ
ば
、
お
二
人
の
議

論
の
ど
こ
を
入
口
に
し
て
先
生
の
言
お
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
、
と
。
一
点

で
も
ヒ
ン
ト
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
の
学
会
と

し
て
は
面
白
い
と
思
う
の
で
す
よ
ね
。

い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
。

森	

　

細
か
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
、
た
と
え

ば
禅
門
で
も
見
性
や
悟
り
の
体
験
よ
り
は
悟
後
の
修
行

と
い
う
こ
と
を
重
ん
ず
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

体
験
の
人
か
ら
経
験
の
人
に
な
る
と
い
う
の
は
、
あ
る

意
味
で
宗
教
の
一
つ
の
現
わ
れ
と
し
て
、
違
い
が
あ
り

な
が
ら
同
じ
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
し

ょ
う
か
。

鶴
岡	

わ
た
く
し
に
禅
の
修
行
の
こ
と
を
聞
く
の
は
意
地
悪
で

す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
う
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
い
う
予
想
は
し

て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
な
ぜ
悟
後
の
修
行
と
か
言

う
の
か
な
、
と
も
思
い
ま
す
。
敢
え
て
も
う
一
つ
質
問

に
か
こ
つ
け
て
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、

「
見
性
体
験
」
と
か
言
っ
て
し
ま
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

昨
日
の
ご
発
表
で
も
「
不
生
の
体
験
」
と
か
ね
。
こ
れ

は
良
い
の
か
な
と
い
う
の
が
本
音
で
あ
り
ま
す
、
素
人

の
判
断
で
す
が
。
そ
れ
は
体
験
な
の
か
な
と
、「
見
性
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ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
テ
レ
ジ
ア
に
お
い
て
こ
れ
が
ど
う

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
発
想
も
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ジ
ア

が
魂
を
「
お
城
」
と
見
た
時
に
、
こ
れ
は
あ
る
種
の
空

間
イ
メ
ー
ジ
で
す
か
ら
、
そ
の
時
は
一
つ
の
場
所
と
し

て
「
わ
た
し
」
を
捉
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
単

な
る
空
間
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
主
体
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
人
格
と
い
う
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
人

格
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
関
わ
る
わ
た
し
も
人
格
で
す
か

ら
、
人
格
主
義
的
な
言
説
が
濃
厚
で
あ
る
。
で
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
空
間
イ
メ
ー
ジ
で
自
分
や
世
界

や
神
を
捉
え
る
と
こ
ろ
が
歴
然
と
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ

そ
テ
レ
ジ
ア
は
自
分
の
神
秘
階
梯
論
を
語
れ
た
。
自
身

の
神
秘
経
験
を
言
説
化
・
構
造
化
で
き
た
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
う
い
う
発
想
を
す
る
時
に
は
、
両
先
生
の

思
索
、
お
考
え
は
こ
こ
が
そ
う
で
す
と
言
え
な
い
く
ら

い
に
染
み
付
い
て
い
る
と
ご
了
解
い
た
だ
け
る
と
助
か

り
ま
す
。
お
許
し
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
か
。

八
木
洋
一
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鶴
岡	

告
白
し
ま
す
と
、
わ
た
し
は
若
い
頃
に
上
田
先
生
の
本

を
読
ん
で
痺
れ
た
人
の
一
人
で
す
。
同
じ
頃
、
八
木
先

生
の
本
も
読
ん
で
、
実
は
授
業
も
出
て
、
え
ぇ
！
と
思

っ
た
人
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ず
っ
と
読
ん
で
き
た
の
で
、

お
二
人
の
思
索
は
わ
た
し
が
も
の
を
考
え
る
と
き
の
大

き
な
柱
・
枠
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
わ
た
し

の
性
格
と
し
て
一
人
の
人
の
考
え
の
枠
に
没
入
す
る
こ

と
を
恐
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
気
が
多
い
と
言

い
ま
す
か
、
他
の
も
の
も
素
敵
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
互
い
に
響
き
あ
う
と
こ
ろ
も
あ

っ
て
も
、
八
木
先
生
と
上
田
先
生
は
重
な
っ
て
い
ま
す

が
、
も
ち
ろ
ん
違
う
。
私
が
ど
っ
ち
よ
り
と
か
そ
う
い

う
こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
両
先

生
を
意
識
的
無
意
識
的
に
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
す
。
だ
か
ら
、
上
田
先
生
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
言
え
ば

「
言
葉
か
ら
出
て
、
言
葉
へ
出
る
」
と
い
う
言
い
方
を

テ
レ
ジ
ア
に
適
用
し
た
ら
ど
う
な
る
、
と
い
う
よ
う
な

発
想
は
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。
八
木
先
生
が
場
所
論
的

神
学
と
人
格
主
義
の
違
い
を
あ
る
種
際
立
た
せ
る
と
こ
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河
波 
時
間
も
超
過
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
終
わ
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。


