
講
演
V 

西

谷

の「

空」

と
夕
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

そ
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
論
を
媒
介
と
し
て

-

橋本
裕明

I

西
谷
の
観
点

——
「

空」

の
論
理
か
ら
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
卜
解
釈

西
谷
は「

宗
教
的
生
に
於
け
る
普
遍
性

一

は
神
秘
主
義
に
お
い
て
認

 

め

ら
れ
る
と

い
ぅ
確
信
から
、

キ

リ

ス

ト

教
神
秘
主
義
に
関
心
を
示
し

 

た
。
そ
し
て
特
に
中
世
ド
イ
ッ
神
秘
主
義
の
研
究
を
深
め
、

一
九
四
七

 

年
に
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
論

『

神
と
絶
対
無

j
を
著
し
た
。そ
の

i

は
、
 

こ
の
著
作
の
中
心
を
エ
ッ

ク

ハ

ル

ト論
に
お
い
た
。こ
れ

は「

エ

ッ

ク 

ハ
ル
ト
に
於
け
る
神
と
-

と
の
1

,

と
題
さ
れ
て
い
る
。
西
谷
は

 

中
世
ド
イ
ツ
の
後
人
か
の
神
秘
家
を
研
究
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
特
に

 

ド
ミ
ニコ
会

が

§

し

た

マ
イ

ス

夕

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

(
|
ニ
六0

丨
I

三
二
八
？

)

を
重
f

し
た
。
こ
の
希
有
の
神
秘
家
は
十
四
世
紀
前

 

半
に
、
当
時
ア
ヴ
イ
ニ
ョ
ン
で
執
務
し
て
い
た
整
土
ョ
ハ
ネ
ス

1
1

士

1  

世
か
ら
そ
の
教
説
の

1

f
 

o

 I

八
命
迎)

を
異
端
と
さ
れ
た
人
物
で

 

あ
つ
た
。i

は
ケ
ル
ン
の
大
司
教
と
同
じ
く
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
大

 

胆
な
教
え
が
キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
焐
仰
を
矜
か
す
と
考
え
て
、
こ
の
処

 

分
を
行
つ
た
の
で
あ
る
。
西
谷
が
こ
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
萵
く
評
価
し

た
の
は
、
そ
の
教
え
に
お
い
て
西
洋
と
東
洋
の
宗
教
的

^
1
^
の
神
«!
が 

出
会
っ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
西
谷
は
そ
の
ド
ィ
ツ
神
秘
主

 

義
論
の
題
名
に
、
仏
教
哲
学
者
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た

i

an「

,
_

」

を
当
て
た
。
彼
は
こ
の
語
を
大
乗
仏
教
の

「

空」

に
f

す

る

語

と

し

一
 

て
用
い
て
い
る
。
波
は
自
ら
の

H

ッ
ク
ハ
ル
ト
論
に
も
仏
^
:

学

的

用
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語
を
導

入

し

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
西
洋
の
思
想
家
エ
ッ
ク
一

 

ハ
ル
ト
の

「

キ
リ
ス
ト
教
的
体
験
そ
の
も
の
が
仏
教
的
体

f

の
照
応 

を
含
む一

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
西
谷
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

 

が
仏
教
的「

空」

に
対
応
す
る

JE
#

的
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

2
3

仰
を 

生
き
て
お
り
、
そ
の
根
本
思
想
は

「

铸

無
-
体
験
す
な
わ
ち

「

空」

体
験
と
も
い
ぅ
べ
き
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。

西
谷
は
こ
の
明
確
に
東
*S

な「

空」

の
¥
M
か
らH

ッ
ク
ハ
ル
ト
を
 

i

し
た
。

さ

て

キ

リ

ス

ト_

秘
主

義

と
い
え
ば
、才
リ

ゲ

ネ

ス

と

二

ユ

ッ

サ
 

の
グ

レ

ゴ

リ

ウ

ス

を嗔
矢
と
す
る
、

「

神
と
f

の
#

一
 

致」

つ
§
5- 

m
y

s
tic

®
)

体
験
に
基
づ
く
宗¥

の
立
場
で
あ
る
。
西
谷
は
、
エ
ッ



ク
ハ
ル
ト
独
自
のr

一
 

致」

体
験
と
そ
の
論
理
化
を探
究

し

た

。西
谷 

に
よ
れ
ば
、
こ
の
神
秘
家
は
、
神
と
霊
の
双
方
が
自
己
の

「

主
体
性
を 

徹
底
す
み」
こ

と

に

よつ
て
、
逆
説
的
に
一
致
す
る
と
い
う

「

主
体
的 

合
一」

を
主
張
し
た
。

こ

の「

主
体
的
合
一」

は

「

本
質」

耷e
se

n

 

の
一
致
で
は
な
く
、

「
働
き」

\
V
erk——

西
谷
は
こ
れ
を「

能
作」

と 

訳
し
て
い
る——

に
お
け
る
一
致
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「

全
き一

一」 

で
あ
り
な
が
ら
そ
の
ま
ま

「
全
き
一」

で
あ
る
と
い
う「

主
主
八
ロ1」 

と

も
言
い
う
る
も
の
で
あ
つ̂,
。
そ
れ
ゆ
え
西
谷
は
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト 

の

「

神
秘
的
一
致」

の
理
解
が
仏
教
的「

空」

の
論
理
と
対
応
す
る
と 

見
な
し
た
の
で
あ
る
。

西
谷
は
そ
れ
に
対
し
て
、
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

の

で

あ

る

タ

ゥ

ラ

ー
、 

ゾ
ィ
ゼ
、
お
よ
び『

ド
ィ
ツ
神
学』

の
著
者
な
ど
は
、
そ
の
思
想
的
到 

達
点
か
ら
後
退
し
た
と
考
え
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼

ら

が

「

神
秘
的
一 

致」

を
説
明
す
る
に
際
し
て
、
神
と
霊
が
そ
れ
ぞ
れ
の

「
主
体
性」

を 

徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
決
し
て
主
張
し
な
か
つ
た
か
ら
で
あ 

る
。
西
谷
は
そ
の
点
で
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

「

自
由
高
邁
な
精
神
と
透 

徹
し
た
思
弁」

は
後
継
者
ら
に
お
い
て
す
で
に
後
退
し
、
手
を
加
え
ら 

In
て

「

穏
健
、
無
難
に
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
そ
の
強
さ
と
深
さ
を
失
つ 

幻」

と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「

神

一

致」

に
お
い
て
エ
ッ 

ク
ハ
ル
ト
の
い
う「

主
体
性
の
徹
底」

の
弁
証
法
的
論
理
を
絶
対
条
件 

と
す
れ
ば
、
西
谷
の
判
断
は
正
し
く
、
そ
の
点
で
後
継
者
ら
は
消
極
的 

な
評
価
を
受
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し

か

し

な

が

ら私
見
に
よ
れ
ば
、
決
し
て
こ
の
後
継
者
ら
の
立
場
は

そ
の
消
極
的
評
価
で
済
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら 

は

一
見
、異
端
的
で
汎
神
論
的
に
み
え
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

「

一
致」

の
教
え
を
真
正
のr

一
 

致」

体
験
と
し
て
訴
え
る
た
め
に
、
表
現
方
法 

を
修
正
し
て
誤
解
か
ら
救
い
出
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え 

彼

ら

が「

正
統
的
信
仰
の
埒
を
菏
る
信
仰
神
秘
主
義

」

や

「

情
感
や
受 

苦
の
神
秘
主
義」

の
道
を
拓
い
た
理
由
は
、
教
会
か
ら
の
異
端
視
を
恐 

れ
た
点
に
の
み
帰
す
べ
き
で
は
な
い
。
彼
ら
は
自
ら
の
確
信
に
基
づ
い 

て
、

ヱ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
教
育
を
対
機
説
法
的
に
拡
大
展
開
し
た
も 

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
タ
ゥ
ラ
ー

(
一

三
〇
〇—

一
三
六
一)

の

「

神
秘
的
一
致
に
お
け
る
主
体
性
の
徹
底

」

と
い
う
問 

題
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
正
统
的
キ
リ
ス
ト
教
一 

が
ど
こ
ま
で
仏
教
的

「

空」

の
論
理
を
受
容
で
き
る
か
を
問
う
こ
と
に
36 

通
ず
る
で
あ
ろ
う
。

 

一

ニ 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

「

無」
(

@

»)

と
ル
豸
の

「 _

」
(

砠M
無—

「

空」)

西
谷
は
大
乗
仏
教
の

「

空」

思
想
に
基
づ
い
て
自
己
の
宗
教
哲
学
を 

確
立
し
た
。
西
谷
は
こ
の

「

空」

に
、
現
代
に
お
い
て
き
わ
め
て
深
刻 

化
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
超
克
の
働
き
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
西
谷
は
そ
の 

著
『

宗
教
と
は
何
か』

で「

ニ
ヒ
リ
ズ
ム」

と

「

空」

の
関
係
を
説
明 

し
て
い
る
。
西

谷

は「

空」

を
サ
ル
ト
ル
の
無
と
対
照
さ
せ
て
、
仏
教 

的
無
と
し
て
紹
介
し
た
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
は
世
界
と
自
己 

の
存
在
の
根
底
は
無
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
し
か
し
西
谷
に
よ 

れ
ば
、
こ
の
無
は
人
間
の
自
己
意
識
に
よ
っ
て
客
体
化
さ
れ
た
無
と
い



う
r

も
の」

で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
無
と
い
う
対
象
に
囚
わ
れ
る
と
、 

真
に
自
由
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
無
は
有
の
否
定
に
お
い
て 

成
立
す
る「

単
無」

で
あ
り
、
有
に
相
対
す
る

「

相
対
無」

に
す
ぎ
な 

い
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
無
に
執
着
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
有
と
な
っ
て 

し
ま
う
。
西
谷
は
こ
の
無
を
、
仏
教
の
無
と
は
異
な
る
、
何
も
の
を
も 

生
か
す
こ
と
の
な
い
無
で
あ
る
と
考
え
、

「

虚
無」

と
呼
ん
だ
。

こ

の「

無」

に
対
し
て
、
仏
教
的
無
は

「

虚
無」

で
は
な
く
、r

虚 

無」

を
超
越
す
る
無
で
あ
る
。こ
の
無
こ
そ
仏
教
的「

空」

で
あ
り
、 

こ

の「

空」

を
西
谷
は「

絶
対
無」

と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
絶 

対
無
と
し
て
の「

空」

に
お
い
て
は
、
執
着
す
る
自
己
も
、
執
着
さ
れ 

る
事
物
も
一
切
が
空
ぜ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
真
に
空
と
な
る
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
に
も
、
何

か

「

空」
と
い
う
よ
う
な
実
体
が
あ 

る
と
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
『
空』

は
、
空
を
空
な
る 

『

も
の』

と
し
て
表
象
する
と
い
う
立
場
を
も
空じ
た

と

こ

ろ

とし
て
、 

初
め
て
空」

だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
でこ

の

一
切
が
空
で
あ
る
と
は
、 

逆
説
的
に
、r

一
切
が
そ
こ
で
そ
の
本
来
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
於
い
て
如 

実
に
現
前
す̂

」

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
す
ベ
て
の
事 

物
は
、
絶
対
否
定
を
媒
介
と
し
た
実
存
の
脱
自
的
超
越
の
場
に
お
い
て
、 

絶
対
肯
定
的
に
そ
の
本
性
があ
る

が

ま

ま

に現
成
し
て
く
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
は
仏
教
で
は「

仮」

と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「

仮」

は
す 

ベ
て
の
事
物
が
自
己
否
定
即
自
己
肯
定.

自
己
肯
定
即
自
己
否
定
的
に 

実
在
す
る
こ

と

を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
己
の
否
定
は
そ

の

ま

ま自 

己
の
肯
定
で
あ
り
、
自
己
の
肯
定
は
そ
の
ま
ま
自
己
の
否
定
な
の
で
あ る

。「

如
実
に
現
前
す
る

」

と
は
ま
さ
に
、「

空」

に
お
け
る
無
即
有.

有
即
無
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
西
谷
が
そ
の
著
書
に
お
い
て
し
ば 

し
ば
引
用
す
る「

色
即
是
空
•
空
即
是
色」

と
い
う
仏
語
は
、こ
の 

「

全
事
物」

と

「

空」

の
相
即
関
係
を
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
西 

谷
は
こ
の
関
係
を
述
べ
た
仏
教
の
用
語

「

理
事
無
礙」

を
紹
介
し
て
い 

る
。
ま
た
同
じ
く
、

「

空」

は
縁
に
よ
っ
て
起
こ
る
諸
現
象
の
相
即
.

相
入
関
係
の
う
ち
に
も
現
れ
る
と
い
う

rw
H

i-
a®

」

に
つ
い
て
も
語
っ 

て
い
る
。

西
谷
に
お
い
て
は
、
こ

の

「

空」

の
概
念
は
そ
れ
ゆ
え
二
つ
の
内
容 

を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

|

方
で
、
法

性(

理
、
ダ 

ル

マ)

と

諸

現

象(

事)

と
の
相
即
を
意
味
し
、
他
方
で
、
現

象

間
一
 

(

事
と
事)

の
相
即
を
指
し
て
い
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
前

者

の

相

即
37 

は
、
エ

ッ

ク

ハ

ル

トに
お
け
る
有
相
と
し
て
の
神

(

三
位
一
体
の
神)

一
 

と
無
相
と
し
て
の
神

(

神
性
の
無
、
絶
対
無

)

、
人
間
の
霊

と
霊
そ
れ
自
 

体
と
し
て
の
霊
と
の
間
に
認
め
ら
れ
、
後
者
は
神
と
霊
と
の
相
互
否
定 

に
基
づ
く
相
互
肯
定
の
働
き
、
す
な
わ
ち

「

主
主
合
一」

の
う
ち
に
認 

め

ら
れ
る
の
で
あ

る

。

三
エ
ッ
ク
ハ
ル
卜
の
神
秘
思
想
の
特
徴

——
「

働
き
に
お
け
る

|

致」

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は

「

神
と
霊
の
一
致」

は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の 

影
響
に
基
づ
く
、
人
間
の
霊
の
神
へ
の

「

還
帰」

と
関
わ
っ
て
い
る
。

こ

の「
還
帰」

は
万
物
の「

流
出」

で
始
ま
る
、
神
秘
主
義
的
宇
宙
的 

循
環
の
最
終
目
的
で
あ
る
。

H

ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
神
は
愛
か
ら



沈
黙
を
破
り
、
言
葉
を
発
し
た
。
こ
の
行
為
は
、
西
谷
の
解
釈
で
は
、 

神
の
自
己
認
識
の
業
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
万
物
の

「

像」

は 

神
の
永
遠
の
本
質
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
同

時

に

神

の

「

像」
(

ロ
ゴ 

ス)

と
と
も
に
流
出
し
た
。
そ
の
時
、
神

は

「

神」
(

有
相
の
神)

と
な 

り
、
万

物

は「

被
造
物」

と
な
っ
た
。
し
か
し
神
は
恩
寵
に
よ
っ
て
人 

間
に
そ
の
被
造
的
存
在
性
を
空
じ
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
。
そ
し
て
霊 

は

「

離
脱」

に
よ
っ
て
自
己
と
世
界
を
空
じ
、
神
だ
け
が
業
を
行
う
純 

1

な
場
所
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
オ
リ
ゲ
ネ
ス
以
来
、
神
秘
家
た
ち 

が

「

神
の
誕
生」

と
呼
ん
で
き

た

事
態
が
起
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は 

魂
の
中
に
自
己
自
身
を
産
む
の
で
あ
る
。
西
谷
は
そ
の
際
、
こ

の

「

神 

の
誕
生」

を
霊
に
お
け
る
自
己
お
よ
び
世
界
と
の
空
却
と
対
応
さ
せ
て 

お
り
、「

神
の
誕
生
即
空
却.
空
却
即
神
の
誕
生

」
と
述
べ
て
い
る
。

こ

う

し

て神
は
霊
の
内
に「

突
入」

し

、
霊

を「
突
破」

す
る
こ
と 

に
な
る
が
、
西
谷
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
霊
の
働
き
で
あ
る
。
霊 

は
自
己
か
ら
神
の
子
を

「

生
み
出
す」

の
で
あ
る
。
し
か
し

H

ッ
ク
ハ 

ル
ト
は
こ
の「

神
の
誕
生」

を
な
お
不
完
全
だ
と
し
、
霊
は
さ
ら
に
自 

己
自
身
が
神
の
働
く
場
所
で
さ
え
な
く
な
る
ほ
ど
、
徹
底
的
に

「

貧」 

と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
神
自
身
が
自
身
の
働
き
の
場
所 

と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
霊
の
真
の
願
い
な
の
で
あ 

る
。
そ
し
て
霊
は
こ
の
願
い
を
自
覚
し
て
、

「

神
の
内
に
お
い
て
神
の 

無
底
に
ま
で
突
破
す
る
こ
と
、
自
ら
の
根
底
に
向
か
っ
て
自
ら
の
無
底 

な
る
根
源
に
ま
で
達
す
を

」

よ
う
に
働
く
。
こ
れ
が
霊
が
完
全
な
る
自 

己
否
定
を
果
た
し
、
神
の
有
相
を
打
ち
破
る

「

突
破」

で
あ
る
。
こ
の

突
破
に
よ

っ

て
霊
は
自
己
が
流
出
し
た

「

神
性」

の

「

無」
(

絶
対
無)  

に

還
る
の
で
あ

る

。
西
谷
に
よ

れ

ば

、
こ
の
最
終
目
標
へ
の
到
達
に
お 

い
て
、
神
の
永
遠
な
自
己
認
識
は
新
た
に
創
造
的
な
作
用
を
開
始
す
る 

の

で

あ

る

。

こ
の
よ
う
にH

ッ

ク

ハ

ル

ト

は

1

種
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
宇
宙
的 

運
動
を
説
い
た
。
西
谷
は
そ
の
際
、
こ
れ
が
私
と
い
う
も
の
を
軸
と
し 

て

私
に
お
い
て
起
こ
る
運
動
であ
る

と
洞
察
し
た
。
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

は
 

「

私
の
流
出
はま
さ

し

く神
の
生
成
で
あ

り

、
私
の
還
帰
は
ま

さ

し

く
 

神
の
還
滅
で
あ
る

」

と
述
べ
て
い
る
が
、
西
谷
に
よ
る
と
、
私
に
お
け 

る

「

生
成」

「

還
減」

と
神
に
お
け
る「

生
成」

「

還
減」

が
逆
説
的
に 

同
時
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、こ
の
神
と
私
の
相
即•
相
入
は
、 

仏

教

的「

空」

に
お
け
る「

事
事
無
礙」

の
関
係
に
対
応
す
る
の
で
あ 

り

、

こ

の点
こ

そH

ッ

ク

ハ

ル

ト

の独
自
の
観
点
であ
る

と
考
え
ら
れ 

る
の
で
あ

る

。

こ
の
よ
う
に
西
谷
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
魂 

の
宇
宙
的
運
動
は「

私」

と
い
う
人
間
の
具
体
的
実
存
を
別
に
し
て
起 

こ
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
神
へ
の

{1
H

E
S

震

は

「

今
. 

こ
こ」

で
の
私
と
神
と
のr

一
 

致」

な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
伝
統
的 

に
は
、「

神
秘
的
一
致」

は
、
人
間
が
神
の
恩
寵
を
受
け
て
自
己
を
空 

じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
に
満
た
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。 

自

己

を「
空
化」

「

無
化」

す
る
人
間
の
努
力
は
恩
寵
の
働
き
の
前
提 

で
あ
る
が
、
こ

の「

空
化」

「

無
化」

自
体
は
恩
寵
な
し
に
は
不
可
能 

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
人
間
の
受
動
性
と
神
の
能
動
性
と

I

う
構
造
か
あ

- 38 -



る
。
し
か
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
そ
の
考
え
に
満
足
せ
ず
、

「

一
致」

の 

神
秘
の
中
に
さ
ら
に
な
お
人
間
の
能
動
性
と
神
の
受
動
性
を
認
め
ね
ば 

な

ら

な

い

と主
張
し
た
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
神
と
人
間
の
双
方
が
能
動 

即
受
動
.
受
動
即
能
動
的
に
働
き
合
う
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
自
身 

を
超
越
し
て
、
同
時
に
本
来
の
自
己
に
突
入
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、 

人
間
は
神
に
よ
っ
て
以
前
の
自
己
を
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な 

る
。
人
間
は
こ

の
次
元
で
そ
の
リ
ア
ル
な
自
己
同
一
性
を
獲
得
し
、 

「

有
相
の
神」

を
否
定
す
る
。
こ

れ

と
直
接
関
連
し
て
、
神
は
霊
の
働 

き
そ
れ
自
体
を
受
け
入
れ
、
自
己
の
有
相
的
存
在
様
式
の

「

像」

を
脱 

ぎ
捨
て
る
。
そ

う

し

て神
は
露
な
る
本
体
を
現
す
が
、
そ
れ
は
ま

さ

し
 

く

「

無
相」

の
相
、
神
性
の
無
、
絶
対
無
で
あ
り
、
神
の
自
己
同

I

性 

で
あ
る
。
こ
う
し
て
両
者
は
、
相
互
の
否
定
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ぞ 

れ
に
本
来
の
自
己
に
成
り
切
る
と
こ
ろ
で
r
一」

と
な
る
、

つ
ま
り 

「

ニ
つ」

そ
の
ま
ま
で「

一
つ」

と
な
る
の
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
神 

と
霊
と
が
絶
対
的
自
己
否
定
即
絶
対
的
自
己
肯
定
を
体
験
す
る
と
こ
ろ 

に
、「

空」

に
お
け
る
理
事
無
礙
の
相
即
が
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。 

西
谷
は
言
う
。「

霊
が
そ
の
目
的
に
達
し
、
神

的

な一
と

一
つ
に
な
る 

こ
と
は
、
霊
が
自
己
自
身
の
自
己
同
一
性
に
帰
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ 

れ
は
、
霊

が『

神』

を
も
突
破
し
て『

神
な
し
の
自
己
自
身

』

と
な
り
、

霊

『

ひ
と
り』

と
な
る
こ
と
で
あ
る
。.
。
か
く
し
て
霊
は
神
な
き

霊
の
み
と
な
り
、
神
は
被
造
物
な
き
神
の
み
と
な
る
。
そ
れ
が
、
霊
が 

神
的
な
一と

一
つ

に

な

る

と

い

う

こ

と

に
外
な
ら
ぬ
。

」

こ

の
事
態
は
、 

西
谷
に
よ
れ
ば
、H

ッ
ク
ハ
ル
ト
の「

神
の
根
底
は
私
の
根
底
、
私
の

根
底
は
神
の
根
底

」

と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の 

場
合
に
特
に
重
要
な
点
は
、
西
谷
が
こ
こ
に

「

存
在
論
的一

」

で
は
な 

く
、「

能
作
的
一」

を
見
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
神
と
霊
の
相
互
的
働 

き

のr

一」

を
捉
え
て
い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
そ
れ
に
よ
っ
て
西 

谷
は
、
こ
の
種
の
神
秘
主
義
が
汎
神
論
で
あ
る
と
い
う
疑
い
を
退
け
よ 

う

と

し

てい
る
。
西
谷
は
、
神
と
人
間
が一一
つ
の
異
な
る
存
在
であ
る
 

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
全
き
一

1

つ
の
存
在
が
相
互
の
働
き
に
基
づ 

い
て
逆
説
的
にI

致
し
う
る
と
主
張
す
る
。
西
谷
は
こ
の
相
互
の
能
作 

に
お
け
る
神
と
霊
の
関
係
の
な
か
に
、
仏

教

の

「

空」

の
論
理
と
り
わ 

け

「

事
事
無
礙」

を
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

四
夕
ウ
ラ
ー
に
お
け
る
神
と
被
造
物
の
定
立
の
問
題

西
谷
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
神
と
霊
と
の

r

一
致」

(

-U3.
0
-

)

は
、 

両
者
が
各
々
の「

主
体
性」

を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能 

と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
次
に
わ
れ
わ
れ
は
夕
ウ
ラ
ー
の
神
秘
教
育
の 

内
容
に
目
を
転
じ
、
こ
の
神
秘
家
の

r  

|

致」

概
念
に
も
、「

能
作
の 

一」

す
な
わ
ち
神
と
霊
の
相
互
的
な
働
き
に
よ
る

r

一」

、「

空」

の
論 

理
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。
西
谷
は
夕
ウ
ラ

ー

の 

神
秘
主
義
に
つ
い
て
あ
ま
り
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
。
彼
は
確
か
に
、 

夕

ウ
ラ
ー
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
を
後
世
に
伝
え
た
こ

と

、
ル
夕—

 

に
深
甚
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
触
れ
た
。
し
か
し
夕

ウ

ラ
ー
の
神 

秘
思
想
に
は
大
し
て
関
心
を
示
さ
な
か
っ

た

。

た
だ
タ

ウ

ラ
ー
の
神
秘 

思
想
の
倫
理
的
、
実
践
的
性
格
を
指
摘
し
た
だ
け
で
、
タ
ウ
ラ
ー
の
説



教
が
ヱ
ッ

ク

ハ

ル

ト思
想
の
高
い
水
準
にま
で

は
達
し
て
い

な

い

と理 

解
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
西
谷
は
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
思
想
を
さ
ほ
ど
評 

価
し
な
か
った
と
推
測
さ
れ
る

。

タ

ウ
ラ
ー
は
司
牧
者
と
し
て
、
修
道 

女
や

「

神
の
友」

の
霊
的
i

を

使
命
と
し
て
生
き
た
。
彼
はi

エ

ッ 

ク

ハ

ル

ト

の教
え
の
核
心
を
継
承
し
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が 

同
時
に
、
あ

る

意

味

で

こ

の修
道
会
の
師
ヱ
ック
ハ

ル

ト

を批
判
し
て 

い

る

こ

と

も見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト
 

が
聴
衆
に
示
し
た
霊
性
の
表
現
は
深
遠
か
つ
大
胆
に
す
ぎ
て
、
聴
衆
の 

信
仰
を
誤
ら
せ
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に 

彼
は
独
自
の
神
秘
教
育
を
通
し
て
、
神
と
の

一

致
を
説
明
し
よ
う
と
努 

力
し
た
の
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
よ
り
有
効
な
司
牧
実
践
を
念
頭
に
お 

い
て
、
エ

ッ

ク

ハ

ル

トの
存
在
論
的•

思
弁
的
な
思
想
を
倫
理
的

•

心 

理
学
的
な
観
点
か
ら
再
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
西
谷
は
、
タ 

ウ
ラ
ー
が
拓
い
た
正
統
的
信
仰
の
枠
内
で
の

r

受
苦」
の
神
秘
主
義
を
、 

エ

ッ

ク

ハ

ル

ト思
想
の
一
種

の
平
板
化
と
見
な
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、 

し

か

し
タ
ウ
ラ
ー
に

と
っ
て
は
苦
難
の
キ
リ
ス
ト
は
信
徒
の
絶
対
的
な 

模
範
な
の
で
あ
り
、
逆
説
的
に
神
性
を
開
示
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
実 

在
で
あ
っ
た
。
タ
ウ
ラ
ー
は
、
信
徒
も
キ
リ
ス
ト
に
做
っ
て
自
己
の
信 

仰
上
の
苦
し
み
を「

耐
え
抜
く」

こ
と
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
ら
れ
、 

「

無
根
底
の」

神
に
融
け
込
む
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼 

は
生
涯
、
神
が
人
間
を
無
限
に
超
越
す
る
と
い
う

「

不
可
逆
面」

を
顕 

在
化
す
る
信
仰
を
生
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
エ
ッ
ク 

ハ

ル
卜
を
読
む
時
、

一
見
、
神
と
人
間
が
同
一
の
存
在
次
元
で
出
会
う か

の
ご
と
き
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
タ
ウ
ラ

ー

の
場
合
は
、 

そ
の
危
険
性
を
払
拭
し
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
慎
重
に
避
け
て
い
る
の 

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
タ
ウ
ラ
ー
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か
ら
継
承
し
た
い
く 

つ
か
の
概
念
、
す
な
わ
ち

「

流
出」

「

離
脱」

「

突
破」

「

還
帰」

を
吟 

味
し
て
み
た
い
。

先
に
見
た
よ
う
に
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
卜
に
は

(

神
よ
り
の)

「

流
出」

と 

「

還
帰」

と

ニ

致」

か
ら
な
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
循
環
が
あ
っ
た
。

タ
ウ
ラ
ー
も
こ
の
循
環
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼

は

「

神
と
の
一
致」

の
道
程
を
説
明
す
る
中
で
、
人

間

の

「

存
在
以
前」

に
つ
い
て
何
度
か 

暗
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「

人
間
は
今
、
創

一
 

造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
が
、
か
つ
て
は
非
倉
造
の
状
態
で
永
遠
に

40 

神
の
内
に
在
り
、
神
の
存
在
と
一
致
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
か
一 

つ
て
源
か
ら
流
出
し
、
非
創
造
か
ら
被
創
造
へ
の
変
化
を
受
け
た
の
で 

あ
り
、
そ
の
至
純
へ
の
源
へ
と
還
帰
し
な
い
限
り
は
決
し
て
再
び
神
に 

戻
る
こ

と

は
で
き
な
V'a
。」

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、タ

ウ
ラー

が

「

流 

出」

と

い

う
隠
喩

を「

創
造」

と

い

う
用
語
で
補
完
し
て
い
る
の
に
注 

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
エ

ッ
ク
ハ
ル
卜
に
はあ
ま

り
見
ら 

れ
な
い

こ

と
で
あ
る
。「

流
出」

と

い

う
語
に
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的 

な
意
味
合
い
が
あ
る
た
め
に
、
汎
神
論
の
疑
い
が
提
起
さ
れ
る
可
能
性 

が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
と
世
界
と
の
関
係
は

「

連
続
的」

と
な
る
か
ら 

で
あ
る
。

こ
の
考
え
は
、

「

無
か
ら
の
創
造」

に
よ
り
神
と
世
界
を 

「

非
連
続」

と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
抵
触
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
タ



ウ
ラ
ー
は「

削
造」

と
い
う
語
を
用
い
て
、
こ

の

「

連
続
的」

関
係
に 

「
非
連
続
的」

要
素
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ

の

「

創
造」

行
為
に
お 

い

て「
創
造
者」

と

「

被
創
造
者」

は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

ま

た
夕
ウ
ラ~

は
、
人
間
は
創
造
さ
れる
以
前
は
、
神
と
一
つ
の
存
在 

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
別
の
箇
所
で
彼
は
さ
ら
に
大
胆
に
、
人
間 

は
創
造
以
前
に
は
神
の
う
ち
で
神
で
あ
っ
た
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
し 

か
し
彼
が「

神
性」
と
い
う
抽
象
名
詞
を
用
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
ま 

れ
で
あ
り
、
た
い
て
い
神
を

「

非
創
造
の
深
淵」

と
呼
ん
で
い
る
。
こ 

の「

深
淵」

と
い
う
概
念
は
、H

ッ
ク
ハ
ル
ト
の「

1

」

に
ほ
ぼ
相 

当
す
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
、
人
間
か
神
か
ら
作
り
出
す

「

像」

と

「

非
像 

の
神」

と
を
区
別
す
る
が
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
に
、
両
者
の
間
を 

神
学
的
に
明
確
に
区
別
し
て
表
現
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
た 

め
に
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義
で
は
、
人

間

の
「

私」

と

神

の「

像」

が 

い
か
に
成
立
す
る
か
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
に
お
い
て
は
、

「

非 

像
の
神」

が
人
間
の
定
立
を
契
機
と
し
て
、
人
間
に
相
対
す
る

「

人
格 

的」

神
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
考
え
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
論
理
的
に 

こ
の
相
即
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
明
で
あ
る
。 

し

か

し
タ
ウ
ラ
ー
は
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
述
べ
た
よ
う
な
、
神
と
人
間 

の
関
係
に
は
踏
み
込
ま
な
い
で
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
神
へ
の
魂
の 

「

還
帰」

に
つ
い
て
も
い
え
る
。
事
実
タ
ウ
ラ
ー
で
は
、

「

像
的
な
神」

の
突
破
は
霊
の
課
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
神
秘
主
義
で
は
、 

「

人
格
的」

神

と「

超
人
格
的」

神
は
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
な
い
。
彼 

は
通
例
、
神
の
ニ
面
を
区
別
せ
ず
、
た
だ
神
に
つ
い
て
語
る
だ
け
で
あ る

"

タ
ウ
ラ

ー

の
理
解
に
よ
れ
ば
、

「

.

.三
位
一
体」

の
神
は
-

に
と
っ 

て
の
絶
対
の
現
実
で
あ
り
、
神
は
決
し
て
突
破
の
対
象
と
は
な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。

タ
ウ
ラ
！
の
神
秘
主
義
で
は
、
神
と
人
間
の
出
会
い
を
語
る
際
に
は
、 

「

時
間
的」

「

歴
史
的」

要
素
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
神 

に
還
帰
す
る

た
め
に
は
、
年
齢
的
な
成
熱
過
程
を
必
要
と
す
る
の
で
あ 

る
。
タ
ウ
ラ
ー
に
よ
る
と
、

「

一
致」

は
人
間
が
四
十
歳
に
達
し
た
後 

に

、

よ

う

や

く実
現
す
る
と
い
う
の
であ
る

。

な

ぜ

な

ら

、
人
間
は
こ 

の
年
齢
に
達
し
て
は
じ
め
て

「

天
上
的
で
、
神
的
と
な
り
、
自
然
的
感 

受
性
を
あ

る
程
度
克
服
する
こ
と
が
で
き
る」

か
ら
で
あ

る

。
タ
ウ
ラー

 

は
日
常
生
活
で
の
経
験
の
集
積
が
大
き
な
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
教
え 

た
の
で
あ

る

。

「

深
淵」

と
い
う
語
は
ま
た
、
タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義
で
は
、
人
間 

の
霊
の
脱
自
的
次
元
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
タ
ウ
ラ

ー

は 

こ

の「

深
淵」

に
し
ば
し
ば「

被
創
造
の」

な
ど
の
形
容
詞
を
付
加
し 

て
、
人
間
の
深
淵(

普
通
は「

根
底」

と
呼
ば
れ
て
い
る

)

と
神
の
深
淵 

を
区
別
す
る
。
ヱ

ッ

ク
ハ
ル
ト
で
は「

根
底」

は
、
神
と
魂
が
相
互
否 

定
を
契
機
と
し
て
相
互
肯
定
す
る
、
す
な
わ
ち
矛
盾
的
自
己
同
一
性
に 

達
す
る
、
脱
自
的
な

「

無
根
底
の
根
底」

を
意
味
す
る
。
し
か
し
タ
ウ 

ラ

ー

の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
神
に
開
か
れ
て
い
る
べ
き
霊
の
内
奥 

を
指
し
て
い
る
。

「

根
底」

に
関
し
て
は
、
タ
ウ
ラ
ー
は
常
に
、

そ
こ 

か
ら
精
神
的
諸
能
力
が
立
ち
上
り

(

思
考
、
意
志)

、
隠
さ
れ
た
神
に
向 

け
て
開
か
れ
得
る
、
人
間
の
魂
の
最
深
の
深
み
を
考
え
て
い
る
。

「

人
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間
の
根
底」

と

「

神
の
深
淵」

の
間
の
境
界
は「

非
類
似」

を
表
わ
し 

て
い
る
。
こ

の「

非
類
似」

ゆ
え
に
汎
神
論
が
忍
び
込
む
余
地
は
な
い
。

五

タ

ウ

ラー

に
お
け
る「

誕
生」

「

離
脱」

「

突
破」

の
意
味

タ
ウ
ラ
ー
は
聴
衆
に
、
人
間
は
二
重
に

「

無
•
存
在」

で
あ
る
こ
と 

を
繰
り
返
し
説
い
た
。
そ
れ
は
一
方
で
被
造
物
と
し
て
の
無
で
あ
り
、 

他
方
で
は
罪
性
の
無
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
の

「

無
•
存
在」

を
徹
底 

的
に
自
覚
する

こ

と

に

よっ
て
、
自
己
の
存
在
を
神
に
基
礎
づ
け
る
こ 

と
が
で
き

る
の
で
あ

る

。

こ

の

よ

う

なこ
と
を
、
西
田
は
こ
う
述
べ
て 

い
る
。「

相
対
が
絶
対
に
対
す
る
と
い
う
時
、
そ
こ
に
は
死
が
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
無
とな
る

こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ 

わ
れ
の
自
己
は
、
た
だ
死
に
よ
っ
て
の
み
、
逆
対
応
的
に
神
に

¥

5a
。」 

「

神
秘
的
死」

(m
o
rs

 

m
y

s
tic

a
)

は
、

ド
ィ
ッ
神
秘
主
義
全
体
を
支 

配
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
自
己
の
無
を
徹
底
的
に
悟
る
人
間
の
心
の
中 

で
は
、
謙
遜
とい
う
態
度
に
よ
っ
て
新
し
い
人
間
が
生
ま
れ
る
。
そ
し 

て
彼
は
聖
霊
に
促
さ
れ
て
、
自
己
の
存
在
を
神
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し 

始
め
る
。
こ
の
道
は
、
人

間

が

「

徹
底
的
な
突
破」

に
お
い
て
感
覚
的
、 

理
性
的
諸
能
力
を
浄
化
する
こ
と
に
外
なら
な

い
。
タ
ウ
ラ
ー

は
再

三
 

再

四
、
人
間
は
キ

リ

ス

ト

を通
し
て
の
み
神
の
神
秘
に近
づ

く
こ
と
が 

で
き
る
こ

と

を
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
神
秘
主
義
は
キ

リ

ス

ト神
秘
主 

義

で

あ

る

。彼
は
ま
た
、何

び

と

も

いつ
か
人
間
と
し
て
のィ

エ

ス•  

キ

リ

ス

ト

を乗
り
越
え
る
こ

と

は
で
き
な
い
と言
つ
て
い
る
。
彼
にと
つ 

て

は
聖
体
の
秘

跳

と

イ

エ

ス

の苦
難
の
瞑
想
が重
要

な

も

の

で

あ

る

。

タ
ウ
ラ
ー
は
し
ば
し
ば
、
人
間
が
キ
リ
ス
ト
の
五
つ
の
傷
に
自
己
の
実 

存
全
体
を
葬
り
去
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
、
人
間
が
聖
体
拝
領
の 

た
め
に
い
か
に
準
備
を
す
る
か
に
つ
い
て
事
細
か
く
論
じ
て
い
る
。
わ 

れ
わ
れ
は
自
己
の
信
仰
的
実
存
を
イ
エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
の「

人
性」

と 

一
つ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
•
キ
リ
ス
ト
の「

神
性」

を
経 

て
、「

非
像
の
神」

の
次
元
、
神

の「

深
淵」

の
次
元
に
達
し
、
神
と 

一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス.

キ
リ
ス
ト
の
存
在
に 

お
い
て
は
、「

人
性」

と

「

神
性」

の
逆
説
的
一
が
成
立
し
て
い
る
。 

わ
れ
わ
れ
が「

非
像
の
神」

に
到
達
で
き
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も 

「

像
的
な
神
の
子」

の
苦
難
に
入
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
位
一
体 

の
神
は
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
究
極
的
に
は
克
服
さ
れ

一
 

ね
ば
な
ら
な
い
二
次
的
な
も
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
最
終

42 

的
な
現
実
な
の
で
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
受
肉
の
神
の
子
一 

は
自
ら
一
個
の
人
間
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
自

ら

「

人
間
本
性」

を 

身
に
受
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
事
物
か
ら
離
却
す
る
な
ら
、 

「

人
間
本
性」

だ
け
が
残
る
の
で
あ
り
、
神

と

1

つ
に
な
る
の
で
あ
る
。 

し

か

し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ

の

「

一
致」

の
た
め
の
聖
体
の
効
果
に 

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
な
い
。
ま
た
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

の神
秘 

主
義
で
は
、
罪
の
問
題
は
前
面
に
出
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
タ
ウ
ラ
ー 

で
は
、
浄
土
仏
教
の
場
合
と
同
じ
く
、
罪
お
よ
び
救
済
者
と
の
人
格
的 

交
わ
り
に
基
づ
く
罪
の
克
服
が
決
定
的
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

タ
ウ
ラ
ー
は「

神
の
誕
生」

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
ず
、
た
だ 

「

誕
生」

と
い
う
語
を
導
入
し
て
、
人
聞
存
在
全
体
が
新
生
す
る
こ
と



を
意
味
さ
せ
た
。
彼
は
こ
の

「

誕
生」

に
、「

高
貴
な」

「

新
た
な」 

「
永
遠
の」

「

真
実
の」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
を
加
え
、
個
々
の
人
間 

の
実
存
的
経
験
と
、
神
の
子
に
お
い
て
起
こ
っ
た
事
実
と
を
明
確
に
区 

別
し
て

し

る

。

その
際
注
目
すぺ

き

こ

と

は

タ

ウ

ラ

—̂

エ

ッ

ク

ハ 

ル
ト
同
様
、「
離
脱」

を

新
生
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
と
見
な
し
て 

い

る

こ

と

で

あ

る

。霊
に
お
い
て「

誕
生」

を

受

け

よ

う

と

す

る
者
は
、 

マ
リ
ア
の
よ
う
に
全
て
の
事
物
か
ら

「

離
脱」

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら 

な
：？
。「

離
脱」

と
は
、「
人
間
が
全
て
の
も
の
に
背
を
向
け
、
純
粋
か 

つ
完
全
に
神
で
な
い
も
の
を
切
り
離
す
こ
と
、
人
間
が
理
性
の
光
に
よ
っ 

て
自
己
の
全
て
の
業
、
言
葉
、
思
考
を
見
つ
め
、
何
を
す
る
に
も
、
行 

為
す
る
時
も
止
め
る
時
も
、
自
己
の
霊
の
根
底
に
、
神
以
外
の
も
の
、

も

っ

ぱ

ら

神

を

目

指

さ

な

い

も

の

が

あ

る

か

ど

う

か

を

調

べ

る

こ

と

」

を
意
味
す
^
a。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
が
自
己
自
身
と
世
界
を
超
越
し
て 

自
己
本
来
の
脱
自
的
場
に
到
達
す
る
時
、

つ
ま
り
霊
が
そ
の

「

自
己
同 

一
性」

す
な
わ
ち
純
一
性
に
来
た
る
時
に
、

「

離
脱」
は
起
こ
る
の
で 

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
西
谷
が
言
う
よ
う
に
、
霊
は
自
ら
の

「

超
越 

的
根
底
を
開
“」

の
で
あ
る
。

「

離

脱」

は

タ

ゥ

ラ

ー

で

は

、

「

謙

遜」
「

従

順」
「

沈

黙」
「

忍

耐」 

な
ど
を
条
件
と
す
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
、

「

離
脱」

は
謙
遜
、
憐 

れ
み
、
愛
に
優
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人

間

が

「

愛」

に
よ
っ
て 

自
己
を
神
へ
運
ぶ
の
に
対
し
て
、

「

離
脱」

に
お
い
て
は
神
が
自
ら
人 

間
を
訪
れ
、
人
間
が
神
以
外
の
何
も
の
を
も
一
切
受
け
な
い
よ
う
に
す 

る
か
ら
で
あ
る
。こ
れ

に
対
し
て
、
タ
ウラ
ー
で

は「

愛」

が
常
に
最

高
の
も

の

で

あ

る

。彼
は
聴
衆
に
対
し
て
、
全
被
造
物
に
対
す
る
自
己 

中
心
的
な
執
着
を
段
階
的
に
克
服
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
西
谷
は
、 

「

突
破」

は
神
と
霊
双
方
の「

主
体
性
の
徹
底」

に
お
い
て
生
起
す
る 

と

主
張
し
て
い

る

。
し
か
し
タ
ウ
ラ

ー

は「

突

破」

と

い

う
表
現
を 

「

神」

に
で
は
な
く
、
常

に「

人
間」

に
の
み
適
用
し
た
。
し
か
し
そ 

の
場
合
で
も
、「

突
破」

さ
れ
ね
ば
な

ら

な

い
も
の
は
決
し
て
被
造
性 

そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
霊
の
根
底
ま
で
冒
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
ま 

た
自
己
の
宗
教
的
体
験
へ
の
我
執
を
も
含
む
、
意
志
的
硬
化
症
な
の
で 

あ

る

。六

タ

ウ

ラ

ー

に

お

け

る

「

神

秘

的

1

致」

-

さ
て
タ
ウ
ラ
ー
で
は
、
霊
は
い
か
な
る

「

神
と
の
一
致」

を

迎

え

る
43 

で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
言
う
。

「

変
容
し
た
霊
が
愛
に
よ
っ
て
こ
の
非
類
一 

似
を
認
め
、
沈
み
、
自
己
の
非
類
似
を
真
に
悟
っ
て
溶
け
て
し
ま
う
と
、 

そ
の
根
底
か
ら
は
ど
れ
ほ
ど
不
思
議
な
実
り
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
し
て
霊
は
自
己
の
能
力
を
突
破
し
て
、
神
の
深
淵
に
入
る

こ

と

に

な 

る
。…

…

変
容
さ
せ
ら
れ
浄
化
さ
れ
た
霊
は
、こ

の(

神
の
深
淵
の)  

超
自
然
的
な
助
力
に
よ
っ
て
、
自
我
を
離
れ
、
き
わ
め
て
純
枠
か
つ
言

い
表
せ
な
い
ほ
ど
神
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
.
そ
の

(
神
へ
の)

転
換
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
無
限
の
神
の
深
淵 

だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
深
淵
が
、
い
か
な
る
被
造
物
の
仕
方
を
も 

超
え
て
神
の
力
を
示
し
、
無
限
の
神
自
身
の
測
り
が
た
い
次
元
を
示
し 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
浄
化
さ
れ
変
容
さ
せ
ら
れ
た
霊
は
、
こ
の
探
淵



に
あ
っ
て
神
の
闇
の
中
へ
、
静
か
な
沈
黙
へ
、
測
り
が
た
く
言
い
表
せ 

な
い
一
致
へ
と
沈
ん
で
い
く
。
そ
し
て
沈
む
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
類 

似
と
非
類
似
の
一
切
を
失
い
、
ま
た
こ
の
深
淵
の
中
で
、
霊
は
自
己
自 

身
を
失
い
、
神
と
自
己
、
類
似
と
非
類
似
、
そ
の
す
ベ
て
の
区
別
を
失 

う
よ
う
に
な
る
。

」

タ
ウ
ラ
ー
に
お
い
て
も

r

一
 

致」
(

-
U
2
0-)

は
神
秘
的
成
熟
の
窮 

極
で
あ
つ
た
。
し
か
し
夕
ウ
ラ

ー

は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
は
異
な
り
、
こ 

の「

一
致」

を
ほ
と
ん
ど
説
明
し
な
い
。
タ
ウ
ラ
ー
が

「

一
致」

の
知 

的
理
解
を
厳
し
く
じ
た
こ
と
は
、
彼
が
司
牧
実
践
か
ら
語
り
、
聴
衆 

を

ニ

致」

の
体
験
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
。 

と
こ
ろ
で
タ
ウ
ラ
ー
は
上
記
の
引
用
で
、

「

一
致」

の
前
提
と
し
て 

「

変
容」

と

か「

浄
化」

と
い
う
霊
の
状
態
を
挙
げ
た
。
西
谷
は
、
エ
ッ 

ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
霊
は

「

恩
寵」

を
受
け
る
事
態
か
ら

「

恩
寵」 

そ
の
も
の
と
な
る
事
態
へ
と
進
む
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
そ
の
よ 

う
な
発
展
的
展
開
はタ
ウ
ラ
I
に
は
な
い
。
タ

ウ
ラ

ー

に

と

っ

て

「

恩 

寵」

は
常
に
、
絶
対
他
者
で
あ
る
神
か
ら
霊
に
恵
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

換
言
す
れ
ば
、
霊
は
こ
の

「

恩
寵」

に
助
け
ら
れ
て
神
た
る
深
淵
へ
の 

「

転
換」

を
実
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
は
神
と
霊
と
の 

「

不
可
逆
的」

関
係
が
支
配
し
て
い
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は
、

こ

の

「

変
容 

さ
せ
ら
れ
た」

霊
は
自
己
が(

神
と
は)

「

非
類
似」

で
あ
る
こ
と
を 

認
識
す
る
と
言
う
。

こ

の

「

非
類
似」

は
、
霊
に
対
す
る
神
の
完
全
な 

他
者
性
お
よ
び
超
越
性

(

不
可
逆
性)

を
意
味
す
る
。
ま
さ
に
霊
は
自 

己
と
神
と
の
完
全
な
非
類
似
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
、

神
と
の
関
係(「

可
逆
性」 )

に
入
る
の
で
あ
る
。
神
の
深
淵
に
至
る
た 

め

に

は「

非
類
似」

の
認
識
は
不
可
欠
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は

「

ル
チ 

フ

ヱ
ル
は
神
と『

類
似』

な

も

の

と

な

ろ

う

と

し

て

『

非
類
似』

を
認 

め
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
神
と
あ
ら
ゆ
る

『

類
似』

を
失
い
、
言
葉
に 

な
ら
な
い
ほ
ど
の『

非
類
似』

に

至
っ
た
。
天
使
は
反
対
に

(

神

と

の)

『

非
類
似』

を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
い
知
れ
ぬ
ほ
ど
の

『

類
似』

を
得
た」

と
述
べ
て
い
る
。
霊
が
神
と
の

「

非
類
似」

を
体
認
す
る
と 

こ
ろ
で
、
逆
説
的
に
神
と
の

「

類
似」

が
生
起
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、 

霊
が
絶
対
無(

神)

に
対
し
て
自
己
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、 

絶
対
無
は
霊
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か

し

さ

ら

に真

の「

類
似」

が

「

非
類
似」

を

も
逆
説
的
に
含
み
う
るこ
と

を
も
理
解
さ
れ
ね
ば
な
一 

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
夕
ウ
ラ
ー
は
述
べ
て
は
い
な
い

。
44 

こ

う

し

て「

変
容
さ

せ

ら

れ

た

」

霊
は
最
終
的
に
神
の

「

深
淵」

に

一
 

達
す
る
。
こ

の「

深
淵」

は
タ
ク
ラ
ー

で

は

、

「

闇」
「

砂

漠」
「

荒

野」 

「

惨
め
さ」

「

静
か
な
沈
黙」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
実
際
に
自
己
を
否 

定

し「

無」

と
な
っ
た
魂
だ
け
が
、
絶
対
無
へと「

融
け
入
る」

の
で 

あ
る
。「

被
創
造
の
無
は
非
創
造
の
無
へ
沈
み
、

…
…

被
創
造
の
深
淵 

は
非
創
造
の
深
淵
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
一
つ
の
深
淵
は
一
の 

一
ヽ
純
粋
に
神
的
な

j

本
性
と
な
っ

て

、

皿
は
神
の
霊
の
中
で
失
わ
れ 

る
。
こ
の
底
無
し
の
海
の
中
で
霊
は
溺
れ
て
し
ま
う
。

」

こ
の
引
用
は
、 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の「

一
の
一
な
る
一」

の
タ
ウ
ラ
ー
的
表
現
で
あ
る
。

霊
が
自
己
の
根
底
を
超
え
て
絶
対
無
と
融
け
合
う
と
、
霊
は
最
早
い
か 

な
る
区
別
も
知
ら
な
い
。
こ
こ
に
タ
ウ
ラ
I
は
、
自
己
否
定
を
成
し
遂



げ
た
霊
は
、
あ
ら
ゆ
る

「

神
の
像」

を
超
越
し
て「

非
像
の
神」

に
入 

り
込
む
と
い
う
論
理
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
こ
に
は
、
西 

谷
が
神
秘
主
義
の
根
本
原
理
と
見
な
し
、

「

空」

の
論
理
と
呼
ぶ
、
神 

と
霊
双
方
の「

主
体
性
の
徹
底」

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ 

な
い
。

つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
神
が
自
己
に
接
近
す
る
霊
に

「

類
似」

を 

認
め
な
い
限
り
で
、
ま
た
神
に
近
づ
く
霊
が
神
を
自
己
と
同
等
の
も
の 

と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
で
、
神
と
霊
と
が
相
互
に
否 

定
し
合
う
構
造
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
二
つ
の
絶
対 

に
異
な
る
存
在
者
が
働
き
に
お
い
て
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
タ
ゥ
ラ
ー 

で
は
そ
の
際
、「

恩
寵
の
光」

が

霊

の「

離
脱」

を
助
け
る
こ
と
に
な 

る
。
そ
し
て
霊
は「

神
の
光」

に
よ
っ
て
神
の「

深
淵」

に
入
り
、
絶 

対
的
に
表
現
不
可
能
な
神
と

I

致
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、 

働
き
の
主
体
は
、
霊
を
そ
の
根
底
に
導
き
、
さ
ら
に
根
底
を
通
り
抜
け 

て
自
己
の
深
淵
に
ま
で
導
く
神
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
両
者
の
間
に
は
、 

明

白

な「

能

動
•
受
動」

「

主
•
従」

関
係
が
成
立
し
て
い
る
。

そ
し 

て
魂
が
神
の
主
導
性
を
受
け
入
れ
る
限
り
に
お
い
て
、

「
一
致」

が
生 

起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

「

離
脱」
は
、 

霊
が
神
を
受
け
る
場
で
す
ら
な
く
な
る
ま
で
自
己
を
空
じ
る
こ
と
を
意 

味
す
る
。
そ
の
場
合
に
、
霊

の

「

神
な
し
の」

能
動
的
働
き
を
見
逃
し 

て
は
な
ら
な
い
。
自
己
を
脱
自
的
に
突
破
す
る
霊
側
の
こ
の
働
き
を
前 

提
と
し
て
、「

一
致」

は
生
起
す
る
の
で
あ
る
。

タ
ク
ラ
ー
は
エ
ッ
ク 

ハ
ル
ト
が
要
求
し
た
よ
う
な
、
被
造
性
そ
れ
自
体
を
止
揚
す
る
、
脱
自 

的
な
突
破
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
西
谷
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
タ
ウ
ラ
！ で

は「

主
体
性
の
徹
底」

が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
す
る
。
タ
ウ
ラ
ー 

は
霊
に
、「

非
像
の
神」

へ
と
移
っ
て
行
き
、
絶

対

無

(

神
性)

と
一 

致
し
う
る
と

い

う
意
味
で
の
働
き
を
認
め
て
は
い
な
い
。
彼
に
は
、
神 

が
霊
の
自
己
否
定
を
機
縁
と
し
て

「

無
相
の
自
己」

と
し
て
現
れ
る
と 

い
う
考
え
は
な
い
。
上
の
引
用
で
は
、
霊

が

「

一
致」

に
お
い
て
自
己 

を
失
い
、
自
己
の
深
淵
の
内
に

「

沈
み
込
み
な
が
ら

」

神
の
深
淵
へと 

流
れ
込
む
と

い

わ

れ

る

。

タ

ウラー

で
は
、
関

係

の「

不
可
逆
性」

と 

い
う
意
味
で
の
、
人
間
に
対
す
る
神
の
超
越
面
が
よ
り
支
配
的
で
あ
る 

こ

と

が
明
白
で
あ

る

と

思

わ

れ

る

。

七
夕
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義
の
特
徴

—

W
と
霊
の「

不
可
逆
的」

関
係

I

さ

て

こ

こ

で西
谷
の
考
え
に
戻
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

「

神
秘
的 
一

45 

致」

に

は「

主
体
性
の
徹
底」

が
不
可
欠
で
あ
る
。

つ
ま
り

神

と

霊

が
一
 

真

の「

自
己
同
一
性」

を
獲
得
す
る
に
は
、
両
者
は
相
互
に
否
定
し
合 

い
、
こ
の
否
定
を
契
機
と
し
て
脱
自
の
場
で
相
互
に
肯
定
し
合
わ
な
け 

れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
夕
ウ
ラ

ー

 

の
神
秘
主
義
で
は
こ
の

「

一
致」

の
論
理
、

つ
ま
り
二
つ
の
主
体
間
の 

相

即
•
相
入
の
逆
説
的
関
係
は
、
少
な
く
と
も
表
現
的
に
は
存
在
し
な 

い

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。こ
の
意

味

で「

不
可
逆
性」

こ
そ
が 

タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義
の
特
徴
であ
る

と
い
え
よ
う
。「

非
類
似」

は 

「
類
似」

の
根
拠
で
あ
り
、
無

限

の

「

非
類
似」

の
認
識
と
そ
の
実
存 

的
な
体
験
によ

っ

て「

類
似」

に
お
け
る
完
成
が
生
起
す
る
と
考
え
ら 

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
は

一

一
つ
の
事
物
間
相
互
の
逆
説
的
関
係



す
な
わ
ち「

即」

の
観
点
に
お
い
て
、
常

に

「

非
類
似」

を
強
調
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。

先
述
し

た

よ

うに
、
こ
れ
は
非
弁
証
法
的
な
神
概
念
に
基
づ
い
て
い 

る
。
彼
の
聖
霊
論
で
は
、

H

ッ
ク
ハ
ル
ト
神
秘
主
義
の
新
プ
ラ
ト
ン
主 

義

的

•
デ
ィ
オニ
シ
ウ

ス

的
思
考
を
離
れ
、
神
に
お
け
る
第
三
ペ
ル
ソ 

ナ
の
神
秘
を
い
っ
そ
う
重
視
す
る
、

「

神
秘
的
一
致」

の
モ
デ
ル
が
提 

供
さ
れ
る
の
で
あ
る
。夕
ウ

ラ
ー
は
こ
の
よ
う
に
し
て

r

一
 

致」

を
得 

よ
う
と
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
霊

の

神

化

に

お

し

て

は

又

動

」 

の
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
彼

も

「

無
相
の
神」

を
、「

有
相
の
神」

つ
ま
り
想
像
お
よ
び
思
考
の
神
か
ら
区
別
さ
れ
る 

「

非

像

の

神」

と

し

て

示

し

て

い

る

。

し

か

し

夕

ウ

ラ

ー

は

H

ッ

ク

ハ 

ル
ト
の
意
味
で
の
思
想
家
で
は
な
か
っ
た
し
、
実
際
に
司
枚
の
面
で
聴 

衆
を
助
け
る
こ
と
を
課
題
と
考
え
て
い
た
た
め
に
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の 

晚
年
が
示
す
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
助
け
と
な
る
よ
り
も
誤
解
を
呼
び
起 

こ

し

た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
神
学モ
テ

ィ

ー

フ

を使
用
し
な
か
っ
た
。 

タ
ウ
ラ
ー
が
聖
書
の
非
汎
神
論
的
精
神
に
立
脚
し
た
具
体
的
な
神
秘
教 

育
に
お
い
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
罾
っ
て

い

る
の
は
、
確
実
であ
る

。
そ 

れ
で
も
一
一
人
は
、
そ
の
神
秘
教
育
に
認
め
ら
れ
る
司
牧
的
な
関
心
と
、 

信
仰
的
道
程
の
最
高
目
標
で
あ
る

「

神
と
の
一
致」

を
大
胆
に
追
究
す 

る
点
で
は
、

一
致
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
神
と
の
接
触
お
よ
び
一
致
の 

場
と
し

て
人
間
の
内
な
る「

根
底」

を

設
定
し
た
と

い

う

こ

と

、ま
た
、 

像
的
で
感
情
的
な
信
心
に
没
入
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
他
方
で
、
汎
神 

論
的—

反
社
会
的
な
自
由
思
想
を
拒
否
し
た
点
に
お
い
て
、
一
一
人
は
同

1

の
立
場
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
谷
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
タ 

ウ
ラ
ー
は「

修
道
女
た
ち
に
見
ら
れ
た
情
感
の_

や
幻
想
へ
の
惑
溺

」

を
き
び
し
く
拒
否
し
た
。
そ
れ
が
霊
的
進
歩
に
と
っ
て
は
大
い
に
危
険 

で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
タ
ウ
ラ
ー
が
試
み
た
霊
動
弁
別
の
精 

確
さ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

(

キ
リ
ス
ト
者
の
日
常
生
活
を
考
慮
し
て

)

行
っ 

た
具
体
的
な
霊
的
修
練
の
指
導
は
、

H

ッ
ク
ハ
ル
ト
に
は
見
ら
れ
な
い 

タ
ウ
ラ
ー
の
神
秘
主
義
の
独

C
E

tl

で
あ
る
。

八

む

す

び——
r

即」

の
論
理
か
ら
見
た
両
神
秘
家
の
思
想

近
年
、
神
と
霊
と
の
関
係
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
論
争
が
な
さ 

れ
て
い
る
が
、
私
見
で
は
本
多
氏
の
考
え
が
も
っ
と
も
説
得
力
が
あ
る
一 

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
氏
自
身
の
回
心
の
体
験
に
基
づ
い
て
提
唱
さ
れ
恥 

る

「

可
逆
即
不
可
逆•
不
可
逆
即
可
逆」

の

r

即」

の
論
理
が
、
絶

対
一
 

者

(

神
.
仏)

と
相
対
者(

人
間)

の
本
来
の
関
係
を
説
明
し
う
る
論 

理
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
者
と
相
対
者
を
単
な
る
可
逆
的
な
相 

互
関
係
の
う
ち
に
の
み
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
論
理
は
、
や
は
り
抽
象
的 

な
一
面
観
に
す
ぎ
ず
、
生
き
た
現
実
的
関
係
を
捉
え
得
な
い
の
で
は
な 

い
か
。
そ
の
点
で
実
際
に
、
両
者
の
関
係
に

「

不
可
逆
性」

の
面
を
同 

時
に
認
め
て
い
る
仏
教
哲
学
者
も
い
る
の
で
あ
る
。
本
多
氏
に
よ
れ
ば
、 

「

不
可
逆」

と

「

可
逆」

は

「

隠
顕
倶
成
的」

関
係
に
あ
る
。
神
と
霊 

と
の
不
可
逆
的
関
係
は
そ
の
う
ち
に
可
逆
的
関
係
を
含
ん
で
い
る
の
で 

あ
り
、
可
逆
的
立
場
に
お
い
て
不
可
逆
が
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「

神
あ
っ
て
霊
あ
り

」
(

つ
ま
り
、
不
可
逆
面

)

を

r

顕」

と
す
れ
ば
、



「

霊
あ
っ
て
神
あ
り

」
(

可
逆
面)

は「

隠」

と
し
て
同
時
に
そ
の
中
に

 

含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。

つ
ま
り

r®

 

あ
っ
て
神
あ
り

」

と
い
うr

一
 

致」

の
場
に
お
い
て
、

「

神
あ
っ
て
盔
 

あ
り」
が
矛
盾
相
即
的
に
体
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
す

 

れ
ば
リ
ア
ル
な
具
体
的
信
仰
の
不
可
逆
即
可
逆
•
可
逆
即
不
可
逆
の

 

r

即」

の
立
場
に
お
い
て
、

ヱ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
は
神
と
霊
と
の

「

可
逆 

面」

が
強
く
表
現
さ
れ
て
お
り
、
夕
ウ
ラ
ー
に
お
い
て
は

r

不 

が
よ

り
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ

こ

で
最
後
に
、
タ
ウ
ラ
ー
に
お
い
て
代
表
さ
せ
た
正
統
的
キ
リ
ス

 

ト
^
®
仰
が
ど
こ
ま
で
、
仏

「
空」

を
受
容
で
き
る
か
と
い
う
問

 

い
に
答
え
て
お
き
た
い
。
も
し
仏
教
的

「
空」

が
超
越
者
即
人
間
の
不

 

可
逆
面
を
未
徹
底
と
し
て
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
も
可
逆
的
面
に
お
け
る

 

同
時
的
相
互
因
果
の
関
係
し
か
承
認
し
な
い
の
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は

 

仏
教
的「

空」

を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う

。
し
か 

し
本
多
氏
の言
う

よ

う
な
、
可
逆
即
不
可
逆
•
不
可
逆
即
可
逆
の
相
即

 

関
係
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
夕
ウ
ラ
ー
的
キ
リ
ス
ト
教

も

こ

の「

空」 

の
一
表
現
を
受
け
入
れ
る
こ

と

が

で

き

よ

う

。

S⑴

「

宗

教

に

お

け

る

人

格

性

と

非

人

格

性

」

七

八

頁

参

照

。 

⑵

同
四
一
頁
参
照
。

⑶

「

独

逸

神

秘

主

義

」

一
八
六
頁
。

⑷

同

I

五

七

頁

参

照

。

§
「

虚

無

と

空

」

|
〇

九

頁

。

§

同

四

〇
頁
。

S
「

ヱ

ツ

ク

ハ

ル

卜

に

於

け

る

神

と

人

間

の

関

係

」
一

ニ

頁

。

%

同
六
七
頁
参
照
。

{9
}

同

カ

ー

一

 

S
。 

m

同

七

四

頁

参

照

。 

al
)

同

二

三—

ニ

四

頁

。

肋

r

独

逸

神

秘

主

義

」

一
九
i

。
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郎

「

ヱ

ツ

ク

ハ

ル

ト

に

於

け

る

神

と

人

間

の

関

係

」

八

三
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参

照

。 

(2
2

5

I.S
.1

9
6

.

笾

江
。『

3

§

Dp
s
.3

1
4
f.

'2
4

1

「

独

逸

神

秘

主

義

」

一
九
〇

頁

。


