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第
４
章 

 

「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
と
し
て
の
人
間
と
超
越
の
問
題 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 宗
教
研
究
に
お
い
て
表
立
っ
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
隠
れ
た
問
題
が
あ
る
。

「
人
間
の
自
己
理
解
」
の
問
題
で
あ
る
。
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
問
題
が
必
ず
し
も
探
究
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
既
存
の
人
間
理
解
を
暗
黙
の
前
提
に
し
て
宗
教
研
究
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
「
人
間
の
自

己
理
解
」
は
、
暗
黙
の
前
提
と
し
て
自
明
視
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
孕
ん
で
い
る
問
題
性
も
通

常
は
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
宗
教
理
解
は
一
般
に
人
間
理
解
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
た
い
て

い
、
そ
の
既
存
の
人
間
観
に
立
脚
し
て
宗
教
研
究
が
行
な
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
宗
教
観
が
記
述
さ
れ

分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
多
様
な
宗
教
観
相
互
の
相
違
は
深
刻
に
見
え
る
が
、
し
か
し
問
題
の
本

当
の
深
刻
さ
は
、
む
し
ろ
自
明
視
さ
れ
た
人
間
観
の
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

本
論
で
試
み
た
い
こ
と
は
、
暗
黙
裡
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
既
存
の
人
間
観
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
を
問
う

こ
と
で
あ
り
、
新
た
な
（
あ
る
意
味
で
古
い
）
人
間
理
解
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
観

の
刷
新
に
よ
っ
て
、
従
来
の
宗
教
観
や
超
越
の
問
題
は
、
大
き
な
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 

 １ 

有
限
な
人
間
像
―
人
間
は
死
す
べ
き
も
の
― 

 ま
ず
、
従
来
の
一
般
的
な
人
間
観
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
輪
郭
線
を
素
描
し
て
お
き
た
い
。
人
間

観
に
関
し
て
最
も
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
表
現
は
、
「
人
間
は
死
す
べ
き
も
の
」
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
死

す
べ
き
人
間
は
、
不
死
な
る
神
・
仏
と
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
一
人
の
例
外
も
な
く
、

い
つ
か
必
ず
死
を
迎
え
る
。
こ
れ
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
規
定
に
影
の
よ
う
に
付

き
纏
う
の
は
、
こ
の
死
す
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
死
の
不
可
避
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
の
不
可
避
性
は
、

人
間
が
被
っ
て
い
る
有
限
性
を
最
も
端
的
に
示
す
表
徴
で
あ
り
、
死
に
対
す
る
恐
怖
や
苦
し
み
は
、
古
今

東
西
を
問
わ
ず
、
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
死
の
不
可
避
性
を
中
核
に
し
て
、
人
間
の
有
限
性
を
示
す
様
々
な
特
性
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
時
間
的
に
制
約
さ
れ
た
歴
史
的
存
在
で
あ
り
、
空
間
的
に
制
約
さ
れ
た
身
体
的
存
在
で
あ
り
、

人
間

ジ
ン
カ
ン

的
に
制
約
さ
れ
た
特
殊
な
人
間
関
係
（
家
族
か
ら
国
家
・
民
族
・
宗
教
に
至
る
ま
で
）
を
切
り
結
ん

で
い
る
。
こ
う
し
た
時
間
・
空
間
・
人
間

ジ
ン
カ
ン

（
つ
ま
り
、
因
果
的
な
人
間
関
係
）
と
い
う
実
存
の
基
本
条
件

の
中
で
、
人
間
は
不
可
抗
力
的
に
制
約
を
被
っ
て
い
る
の
で
あ
る
１

。
そ
の
他
に
も
、
言
語
媒
介
的
な
認

識
の
限
界
、
知
覚
の
遠
近
法
的
制
約
、
記
憶
力
の
制
約
、
行
為
の
因
果
的
制
約
、
潜
在
能
力
の
未
開
発

（
眠
れ
る
遺
伝
子
）
な
ど
、
い
く
ら
で
も
追
加
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
有
限
性
を
示
す
様
々
な
表

徴
が
集
約
さ
れ
た
表
現
が
、
「
人
間
は
死
す
べ
き
も
の
」
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
「
人
間
は
死
す
べ
き
も
の
」
と
い
う
認
識
に
特
段
に
異
を
唱
え
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
有
限
な
人
間
像
に
縛
ら
れ
て
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
た
人
間
理
解
を
改
め
て
問
い
直
し
た
い
の

で
あ
る
。
「
有
限
」
の
対
概
念
は
「
無
限
」
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
説
明
の
便
宜
上
、
「
絶
対
」
「
相
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対
」
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
に
し
た
い
。
「
無
限-

有
限
」
と
「
絶
対-

相
対
」
と
で
は
、
微
妙
に
意
味

が
異
な
る
。
「
無
限(th

e
 

in
fin

ite
)

」
が
「
有
限(th

e
 

fin
ite)

」
を
否
定
す
る
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
絶
対(th

e
 

a
b

so
lu

te
)

」
は
「
相
対(th

e
 

re
la

tiv
e
)

」
を
超
絶
す
る
表
現
で
あ
る
。
否
定
的
表
現
が
論
理

的
な
同
一
平
面
上
で
の
あ
る
事
態
と
別
の
事
態
と
の
対
立
を
連
想
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
超
絶
的
表
現
は

む
し
ろ
当
該
平
面
そ
れ
自
体
か
ら
の
超
越
を
示
す
意
味
合
い
が
強
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
「
絶
対

-

相
対
」
と
い
う
用
語
の
方
が
好
都
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

２ 

「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
と
し
て
の
人
間 

 

1. 

絶
対
と
相
対 

  

相
対
と
は
、
他
の
相
対
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
諸
々
の
相
対
と
の
対
立
関
係
に
お
い

て
、
自
ら
の
位
置
を
見
出
す
。
あ
る
相
対
は
他
の
相
対
と
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
自
分
自
身
の

意
味
や
価
値
が
明
確
に
定
ま
る
の
で
あ
る
。
相
対
は
、
相
対
同
士
で
相
互
規
定
し
合
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
時
間
・
空
間
・
因
果
関
係
な
ど
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
た
存
在
者
は
、
相
対
的
で
あ
る
。

人
間
の
実
存
は
、
「
こ
こ
で
い
ま
生
き
て
い
る
」
と
い
う
基
本
的
な
特
性
は
共
通
す
る
も
の
の
、
具
体
的

な
時
空
間
や
人
間
関
係
な
ど
は
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
。
時
空
間
や
因
果
関
係
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
、

一
人
と
し
て
同
じ
条
件
の
人
間
は
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
現
象
界
そ
の
も
の
が
生
起
と
消
滅
を
繰
り
返
す

相
対
的
性
格
を
有
し
て
お
り
、
人
間
の
実
存
も
永
続
せ
ず
に
、
い
ず
れ
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。 

 

他
方
、
絶
対
と
は
、
そ
の
よ
う
な
相
対
を
絶
す
る

、
、
、
、
、
も
の
を
指
す
。
絶
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
時

空
間
や
因
果
関
係
が
支
配
す
る
相
対
界
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
裏
に
は
、
そ

れ
自
体
で
存
在
す
る
（
つ
ま
り
独
立
自
存
す
る
）
実
在
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
相
対
界
が
生
起
し
消
滅
す

る
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
絶
対
界
は
生
ず
る
こ
と
も
な
く
滅
す
る
こ
と
も
な
い
世
界
、
つ
ま
り
不
生

不
滅
の
世
界
で
あ
る
。
こ
う
し
た
絶
対
的
な
も
の
（
不
死
な
る
も
の
）
に
対
す
る
直
観
の
喪
失
が
、
お
そ

ら
く
近
現
代
人
の
あ
ら
ゆ
る
不
信
や
迷
妄
の
根
っ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
絶
対
と
相
対
の
間
に
は
、
次
元
の
相
違
と
も
言
う
べ
き
懸
隔
・
断
絶
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
懸
隔
を
渡
る
こ
と
は
、
通
常
は
不
可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
絶
対
が
相
対
と
な
る
こ
と
も
な

け
れ
ば
、
ま
た
逆
に
相
対
が
絶
対
と
な
る
こ
と
も
な
い
。
一
般
に
、
「
超
越
者
と
人
間
」
の
関
係
は
、

「
絶
対
と
相
対
」
の
関
係
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
人
間
と
超
越
者
の
間
に
は
質
的
断
絶

が
あ
っ
て
、
人
間
が
超
越
者
に
な
る
こ
と
も
、
逆
に
超
越
者
が
人
間
に
な
る
こ
と
も
、
原
理
上
は
不
可
能

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
が
相
対
に
な
る
現
象─

神
の
受
肉
、
仏
・
菩
薩
の
下
生
・

権
現
な
ど─

は
奇
跡
と
仰
が
れ
、
相
対
が
絶
対
に
な
る
試
み─

神
化

テ
オ
ー
シ
ス

・
即
身
仏
な
ど─

は
水
泡
に
帰
す

る
他
は
な
い
と
見
ら
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
絶
対
と
相
対
に
関
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
て
、
問
題
は
、
そ
の
「
絶
対
と
相
対
」
の
関
係
、
、
を
い
か
に
捉
え
る
か
で
あ
る
。 

 

2. 

「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」 
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「
絶
対
と
相
対
」
の
関
係
、
、
が
問
題
と
な
る
場
合
、
そ
の
関
係
に
外、
か
ら
関
わ
る
か
、
内、
か
ら
関
わ
る
か

が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
「
絶
対
と
相
対
」
の
関
係
に
外
か
ら
関
わ
る
場
合
、
自
分
は
絶
対
で

も
な
く
、
相
対
で
も
な
い
も
の
と
し
て
、
両
者
の
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
両
者
の
関
係
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
親
と
子
の
関
係
を
外
か
ら
捉
え
る
と
き
、
親
で
も
子
で
も
あ
り
う
る

可
能
性
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
も
の
の
如
く
に
、
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
絶
対
と
相
対
」
の
関
係
に
内
か
ら
関
わ
る
と
い
う
場
合
、
自
己
は
絶
対
で
あ

り
な
が
ら
、
同
時
に
相
対
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
関
係
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
自
己
即
絶
対
」
と
「
自
己
即
相
対
」
が
同
時
に
成
立
す
る
も
の
と
し
て
、
「
絶
対
即
相
対
」
の
関
係
が

自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
が
自
己
内
関
係

、
、
、
、
、
と
な
る
と
い
う
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。 

そ
の
「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
絶
対
は
絶
対
の
ま
ま
で
あ
り
、
相
対
は
相
対

の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
絶
対
と
相
対
の
間
に
質
的
断
絶
が
介
在
す
る
こ
と
も
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
、

人
間
存
在
を
「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
と
相
対
は
相
互
外
在
的
に
関
わ

り
合
う
も
の
で
は
な
く
、
両
者
間
に
内
的
な
交
流
や
透
入
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
に
内
か
ら
関
係
す
る
と
は
、
自
己
が
絶
対
で
あ
る
こ
と
と
、
自
己
が
相
対
で

あ
る
こ
と
が
同
時
に
成
立
す
る
も
の
と
し
て
、
即
ち
絶
対
も
相
対
も
共
に
自
己
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ

の
「
絶
対
即
相
対
」
の
関
係
が
自
己
内
関
係
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
絶
対
と
相
対

の
関
係
」
は
、
二
つ
の
方
向
に
分
節
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
一
方
に
は
「
絶
対
の
、
相
対
に
対
す
る

関
係
」
が
あ
り
、
他
方
に
は
「
相
対
の
、
絶
対
に
対
す
る
関
係
」
が
あ
る
。
こ
の
逆
方
向
の
二
重
の
関
係

が
同
時
に
成
立
し
、
し
か
も
そ
れ
が
自
己
内
関
係
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
絶
対
即
相
対
」
の
関
係
に
内
的

に
関
係
し
て
い
る
の
が
、
人
間
存
在
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
理
解
は
、
相
対
の
側

に
限
局
さ
れ
た
従
来
の
有
限
な
人
間
像
と
は
決
定
的
な
違
い
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。 

 

人
間
は
有
限
な
存
在
、
つ
ま
り
相
対
的
な
存
在
で
あ
る
と
一
般
に
は
了
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
一

つ
の
疑
念
が
生
じ
る
の
を
禁
じ
え
な
い
。
相
対
的
存
在
は
、
な
ぜ
自
己
が
相
対
的
存
在
で
あ
る
と
理
解
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
相
対
を
相
対
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
そ
こ
に
相
対
を
超
え
た
も
の

（
つ
ま
り
絶
対
）
の
光
が
存
在
す
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
相
対
に
は
相
対
自
身
が

原
理
的
に
は
不
明
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
相
対
的
存
在
が
現
に
自
己
の
有
限
な
相
対
性
を
認
識
し

て
い
る
か
の
如
く
に
見
え
る
の
は
、
そ
の
時
点
で
じ
つ
は
自
己
の
相
対
性
を
幾
分
か
抜
け
出
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
抜
け
出
た
分
だ
け
自
己
超
越
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
絶
対
に
は
相
対
が
分
か
る
が
、

相
対
に
は
絶
対
が
分
か
ら
な
い
。
絶
対
が
絶
対
で
あ
る
と
分
か
る
の
は
、
た
だ
絶
対
の
み
で
あ
る
。
仏
教

の
脈
絡
で
は
「
唯
仏
与
仏
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
太
古
よ
り
伝
承
さ
れ
て
き
た
箴
言

的
叡
智
と
言
う
べ
き
も
の
に
違
い
な
い
。 

従
来
の
説
明
で
は
、
相
対
が
相
対
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
の
光
の
下
で
分
か
る
と
い
う
場
合
、
相
対
の
自

己
認
識
は
、
絶
対
者
の
光
や
眼
差
し
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
間
を

相
対
の
側
に
限
局
す
る
縛
り
を
取
り
外
す
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
認
識
上
の
変
容
が
生
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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そ
こ
に
現
出
す
る
の
は
、
「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
を
自
己
自
身
の
存
在
振
幅
と
す
る
よ
う
な
人
間
存
在

で
あ
ろ
う
。
人
間
は
絶
対
だ
け
の
存
在
で
も
な
い
し
、
相
対
だ
け
の
存
在
で
も
な
い
。
「
絶
対
と
相
対
の

関
係
」
が
人
間
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
か
に
も
奇
妙
で
は
な
い
か
。
自
己
が
絶
対
で
あ

り
つ
つ
、
同
時
に
相
対
で
あ
る
と
い
う
「
絶
対
即
相
対
」
の
関
係
が
成
立
す
る
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な

る
こ
と
だ
ろ
う
か
。 

「
絶
対
即
相
対
」
の
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
敷
衍
す
れ
ば
、
不
生
不
滅
の
絶
対
（
実
在
）

と
生
滅
す
る
相
対
（
現
象
）
と
が
「
即
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
、

論
理
的
な
説
明
の
埒
外
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
不
可
思
議
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

こ
の
不
可
思
議
は
、
「
反
対
の
一
致
」
、
「
大
宇
宙
と
小
宇
宙
の
照
応
」
な
ど
と
婉
曲
的
に
暗
示
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
論
理
的
に
説
明
さ
れ
る
よ
り
も
、
原
事
実
と
し
て
直
観
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
人

間
や
宇
宙
の
存
在
構
造
が
説
明
の
域
を
超
え
て
い
る
の
は
、
人
間
や
宇
宙
の
存
在
構
造
が
現
に
被
っ
て
い

る
、
ま
さ
に
そ
の
制
約
の
下
で
こ
そ
、
論
証
的
思
考
が
成
立
し
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
現
象
界
の
事
象

を
時
空
因
果
的
に
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
論
証
的
思
考
は
、
現
象
界
を
超
え
た
実
在
界
に
つ
い
て
は
原
理

的
に
適
用
不
可
能
で
あ
る
。
人
類
発
生
や
宇
宙
創
造
と
い
う
根
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
論
理(lo

g
o

s)

よ
り

も
、
む
し
ろ
神
話(m

y
th

o
s)

の
方
が
、
語
る
の
に
相
応
し
い
の
で
あ
る
。 

 

人
間
は
絶
対
（
不
死
な
る
も
の
）
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
相
対
（
死
す
べ
き
も
の
）
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
は
た
し
か
に
論
理
的
思
考
で
は
解
明
で
き
な
い
自
己
矛
盾
的
な
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
逆
説
的
事
態
は
、
太
古
の
昔
よ
り
直
観
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
存
在
と
生
成
、

実
在
と
現
象
、
永
遠
と
歴
史
、
本
質
と
実
存
な
ど
の
関
係
と
し
て
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
捉
え
ら

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
は
、
本
来
は
宗
教
や
哲
学
が
究
明
す
べ
き
根
本
課
題
で
あ
る
が
、

人
間
の
自
己
理
解
が
相
対
（
有
限
）
の
側
に
限
局
さ
れ
る
こ
と
が
常
態
と
化
し
て
以
来
、
事
柄
の
真
相
や

人
間
の
存
在
構
造
全
体
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
絶
対
と
相
対
の
関

係
」
に
内
的
に
関
係
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
自
分
が
絶
対
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
相
対
で
も
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
己
が
二
重
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
考
察
の
視
野
に
入
れ
る
べ
き
は
、
そ

の
二
重
化
し
た
自
己
が
有
す
る
存
在
振
幅
の
全
体
で
あ
る
。
「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
に
内
的
に
関
係
す

る
こ
と
は
、
以
下
で
言
及
す
る
「
見
る
自
己
の
自
乗
化
」
の
事
態
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

3. 

二
重
自
己
と
「
役
者
と
役
柄
」
の
譬
え 

 

「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
と
し
て
人
間
存
在
を
捉
え
る
こ
と
が
、
ス
ト
ン
と
腑
に
落
ち
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
既
存
の
有
限
な
人
間
像
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
有
限
な
人
間
像
は
、
か

く
も
強
固
に
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
束
縛
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
人
間
理
解
を
め
ぐ
る
固
着
し
た
現

状
を
打
開
す
る
手
が
か
り
は
、
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
の
一
つ
は
、
「
二
重
自
己
」

の
観
察
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
２

。 

自
己
が
自
己
自
身
を
捉
え
る
「
自
己
理
解
」
を
「
自
己
が
自
己
に
於
い
て
自
己
を
見
る
（
知
る
）
」
と

い
う
自
覚
の
モ
デ
ル
で
考
え
て
み
る
と
、
自
己
意
識
と
は
、
意
識
の
働
き
が
意
識
自
身
を
志
向
対
象
と
し
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つ
つ
、
そ
の
こ
と
自
体
が
志
向
作
用
の
中
に
折
り
込
ま
れ
た
、
つ
ま
り
屈
折
・
反
射
し
た
事
態
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
意
識
は
意
識
自
身
を
対
象
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
自
己
自
身
に
屈
折

し
た
対
象
化
の
働
き
を
見
て
い
る
一
種
の
意
識
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
を
見
る
自
己

（
す
な
わ
ち
自
己
意
識
）
を
見
て
い
る
自
己

、
、
、
、
、
、
が
あ
る
と
直
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
自
己
が
自
己
を
見

る
」
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
「
見
る
自
己
」
と
「
見
ら
れ
る
自
己
」
が
構
成
す
る
主
客
関
係
に
、
さ
ら
に

「
見
る
自
己
を
見
て
い
る
自
己

、
、
、
、
、
、
」
が
重
な
り
合
っ
て
、
自
己
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
自
乗
化
さ

れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
か
り
に
「
二
重
自
己
」
と
呼

ん
で
お
こ
う
。
こ
の
事
態
は
理
論
的
な
要
請
か
ら
仮
説
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
祈
り
や
瞑
想
な
ど
の
実
践

や
修
行
の
中
で
体
験
的
に
直
覚
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
自
覚
の
モ
デ
ル
で
は
、
「
自
己
が
自
己
を
見

る
」
こ
と
が
「
自
己
に
於
い
て
」
成
立
す
る
が
、
自
乗
化
さ
れ
た
主
客
関
係
が
現
出
す
る
場
は
、
そ
の

「
自
己
に
於
い
て
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
重
自
己
は
、
じ
つ
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
伝
統
の
中
で
、

大
我
と
小
我
、
真
我
と
個
我
、
本
体
の
自
己
と
現
象
す
る
自
己
、
元
神
と
識
神
な
ど
の
用
語
で
認
識
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
理
論
的
な
説
明
を
試
み
る
よ
り
も
、
比
喩
に
訴
え
る
方
が
賢
明
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
訴
え
た
い
の
は
、
「
役
者
と
役
柄
」
の
譬
え
で
あ
る
３

。 

二
重
自
己
の
一
方
を
「
自
我
」
と
呼
び
、
そ
の
内
奥
に
あ
る
も
う
一
方
を
「
真
我
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
。
役
者
は
特
定
の
舞
台
で
特
定
の
役
柄
を
演
ず
る
が
、
可
能
な
限
り
そ
の
役
柄
に
成
り
切
る
の
が
望

ま
し
い
。
役
柄
を
演
ず
る
稽
古
を
重
ね
る
う
ち
に
、
つ
い
に
は
役
者
と
役
柄
は
ぴ
た
っ
と
一
枚
に
な
る
。

と
は
い
え
、
役
者
と
役
柄
の
間
に
は
分
裂
が
差
し
挟
ま
れ
て
お
り
、
役
者
と
し
て
は
ド
ラ
マ
の
筋
書
き
は

頭
に
入
っ
て
い
る
が
、
役
柄
の
立
場
か
ら
は
ド
ラ
マ
の
展
開
は
ま
っ
た
く
予
見
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の

「
役
者
と
役
柄
」
の
関
係
か
ら
、
「
自
我
と
真
我
」
の
関
係
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

自
己
を
見
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
が
自
乗
化
さ
れ
て
い
る
と
は
、
自
己
を
見
る
自
己
の
眼
の
内
奥
に
も
う

一
つ
別
の
次
元
の
眼
が
隠
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
役
柄
（
仮
面
）
の
眼
は
、
役
者
の
眼
と
一
つ

に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
役
者
が
あ
る
舞
台
で
役
柄
A
を
演
じ
た
後
に
、
別
の
舞
台
で
役
柄
B
を
演
じ

る
と
い
う
場
合
、
そ
の
役
者
は
役
柄
A
の
記
憶
を
幾
分
か
残
し
つ
つ
、
新
た
な
役
柄
B
を
演
じ
る
は
ず

で
あ
る
。
時
の
経
過
と
と
も
に
、
役
柄
A
の
記
憶
も
徐
々
に
薄
れ
て
こ
よ
う
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
生
涯

の
経
験
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
役
者
に
吸
収
さ
れ
て
お
り
、
役
柄
B
の
演
技
に
有
形
無
形
の
影
響
を
与
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
役
柄
A
と
役
柄
B
と
で
は
、
舞
台
設
定
（
時
代
や
場
所
や
人
間
関
係
）
は
全
く

異
な
っ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
同
一
の
役
者
が
演
じ
る
以
上
は
、
二
つ
の
役
柄
の
間
に
は
単
な
る
偶
然

を
超
え
て
何
ら
か
の
連
絡
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
役
者
自
身
が
自
己
決
定
し
て
役
柄
を
選
ん
だ
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
「
役
者
と
役
柄
」
の
譬
え
か
ら
、
「
真
我
と
自
我
」
の
関
係
が
類
推
で
き
る
よ
う
に
思

う
の
で
あ
る
。 

 
 

  ３ 

変
容
す
る
人
間
観
―
「
超
越
」
の
問
題
を
手
掛
り
に
し
て
― 

 
 

 

1. 

超
越
と
内
在 
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以
上
の
よ
う
に
、
人
間
存
在
を
「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
と
見
る
と
き
、
人
間
観
に
関
し
て
従
来
の
問

題
領
域
の
中
で
最
も
顕
著
な
変
貌
を
遂
げ
る
の
は
、
「
超
越
」
の
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
４

。
超
越
の

語
源
〔tra

n
sc

e
n

d
e
n

c
e
 

＝ 
trā

n
s

＋sc
a
n

d
e
re

〕
は
「
超
え
て
＋
登
る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は

一
方
に
超
越
す
る
も
の
が
あ
り
、
他
方
に
超
越
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
超
越
に
は
、
超
越
し
て

い
る
状
態
、
、
と
超
越
す
る
運
動
、
、
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
世、
界
超
越

、
、
、
と
自
己
超
越

、
、
、
、
と
い
う

二
種
類
の
超
越
の
存
在
が
想
定
さ
れ
う
る
。
世
界
超
越
で
は
、
当
該
世
界
を
超
越
し
て
い
る
高
次
世
界
が

あ
り
、
ま
た
超
越
せ
ら
れ
る
当
該
世
界
が
あ
る
。
自
己
超
越
で
は
、
超
越
す
る
高
次
の
主
体
が
あ
り
、
ま

た
超
越
せ
ら
れ
る
当
該
自
己
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
神
が
宇
宙
や
時
を
超
越
し
て
い
る
と
言
う
場
合
、
超

越
し
て
い
る
神
の
方
が
超
越
せ
ら
れ
て
い
る
宇
宙
や
時
よ
り
も
高
次
元
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
超
越
に
お
い
て
、
世
界
と
自
己
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
切
り
結
ぶ
だ
ろ
う
か
。
世
界
と
自

己
の
関
係
は
、
一
方
で
「
世
界
、
、
と
そ
こ
に
於
い
て
あ
る
自
己
、
、
」
と
の
関
係
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で

「
自
己
、
、
と
そ
こ
か
ら
開
か
れ
る
世
界
、
、
」
と
の
関
係
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
関
係
は
「
世

界
に
於
け
る
自
己
」
と
「
自
己
か
ら
開
か
れ
る
世
界
」
と
い
う
二
重
の
関
係
の
総
体
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
「
世
界
に
於
け
る
自
己
」
で
は
、
自
己
に
と
っ
て
世
界
は
必
ず
し
も
自
由
に
は
な
ら
な
い

不
随
意
的
な
対
象
・
障
害
物
の
集
合
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
世
界
の
内
に
し
か
住
め
な
い
と
い
う
意

味
で
は
不
可
欠
の
生
命
的
磁
場
、
む
し
ろ
実
存
の
条
件
で
あ
る
。
他
方
、
「
自
己
か
ら
開
か
れ
る
世
界
」

で
は
、
自
己
を
起
点
に
し
て
世
界
が
開
か
れ
、
自
己
が
世
界
を
展
開
す
る
原
動
力
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

自
己
の
意
志
や
思
念
次
第
で
世
界
は
自
在
に
そ
の
様
相
を
変
貌
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
超
越

の
問
題
は
、
世
界
超
越
の
中
に
自
己
超
越
が
含
ま
れ
る
と
と
も
に
、
自
己
超
越
の
中
に
世
界
超
越
が
含
ま

れ
る
と
い
う
二
重
の
包
摂
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
世
界
超
越
は
そ
の
世
界

に
於
い
て
あ
る
自
己
の
超
越
を
含
む
と
同
時
に
、
他
方
で
自
己
超
越
は
そ
の
自
己
か
ら
開
か
れ
る
世
界
の

超
越
を
含
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

「
超
越
」
の
意
味
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
対
概
念
と
し
て
の
「
内
在(im

m
a
n

e
n

c
e
)

」
の
意
味
も
多
様

で
あ
る
。
「
超
越
」
を
感
覚
的
経
験
の
対
象
（
現
象
）
と
な
り
え
な
い
も
の
を
指
す
認
識
論
的

、
、
、
、
（
つ
ま
り
、

カ
ン
ト
的
）
な
意
味
で
捉
え
る
と
、
「
内
在
」
は
感
覚
的
経
験
の
限
界
内
に
あ
る
も
の
を
指
す
。
こ
の
場

合
、
超
越
と
内
在
は
互
い
に
対
立
し
合
う
。
し
か
し
、
「
超
越
」
を
現
象
す
る
世
界
や
自
己
を
包
摂
し
て

そ
れ
ら
の
存
在
根
拠
と
な
る
存
在
論
的

、
、
、
、
な
意
味
で
捉
え
る
と
、
「
超
越
」
は
現
象
す
る
世
界
や
自
己
を
内

に
含
ん
で
現
象
せ
し
め
る
も
の
、
つ
ま
り
内
在
因
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
超
越
と
内
在
は
と
も
に
、
現
象

よ
り
も
高
次
の
存
在
根
拠
や
存
在
原
因
で
あ
る
。
「
内
在
」
に
も
、
認
識
論
的
な
意
味
（
感
覚
的
経
験
の

限
界
内
）
と
存
在
論
的
な
意
味
（
現
象
に
内
在
す
る
根
拠
・
原
因
）
が
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
認
識
論
的
な
意
味
で
は
、
当
該
世
界
・
当
該
自
己
と
同
次
元
の
内
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
存
在
論

的
な
意
味
で
は
、
当
該
世
界
・
当
該
自
己
よ
り
も
高
次
元
へ
の
内
在
で
あ
る
。 

 

か
り
に
同
次
元
に
お
け
る
超
越
・
内
在
を
そ
れ
ぞ
れ
超
越
A
・
内
在
A
と
呼
び
、
高
次
元
へ
の
超

越
・
内
在
を
そ
れ
ぞ
れ
超
越
B
・
内
在
B
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
同
次
元
に
お
け
る
超
越
A
は
、
超

越
の
語
法
と
し
て
は
一
種
の
誤
用
で
あ
る
。
同
次
元
で
の
内
か
ら
外
へ
の
超
出
は
、
む
し
ろ
外
在
・
外
出
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と
呼
ぶ
の
が
相
応
し
い
。
ま
た
、
同
次
元
に
お
け
る
相
対
的
な
外
か
ら
内
へ
の
転
移
を
意
味
す
る
内
在

A
も
同
様
に
誤
用
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
次
元
か
ら
よ
り
高
次
元
へ
の
超
脱
や
突
破
を
指
す
の

は
、
超
越
B
と
内
在
B
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
高
次
元
と
は
、
当
該
次
元
を
超
越
的
に
、
あ
る
い
は
内

在
超
越
的
に
包
摂
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
超
越
と
内
在
に
関
し
て
こ
こ
で
論
究
し
た
い
の
は
、
こ
の

超
越
B
と
内
在
B
の
方
で
あ
る
。
超
越
で
あ
れ
、
内
在
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
超
越
す
る
も
の
と
超
越
せ

ら
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
内
在
す
る
も
の
と
内
在
せ
ら
れ
る
も
の
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
次
元
が
関
わ

っ
て
い
る
。
当
該
世
界
・
当
該
自
己
を
Y
と
し
、
高
次
世
界
・
高
次
自
己
を
X
と
す
る
な
ら
ば
、
超
越

と
内
在
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
関
係
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 

X
は
Y
を
超
越
す
る
。
（
X
は
Y
を
超
越
し
つ
つ
Y
を
包
摂
す
る
。
） 

X
は
Y
に
内
在
す
る
。
（
X
は
Y
に
内
在
的
に
超
越
し
つ
つ
Y
の
根
底
を
な
す
。
） 

 超
越
を
「
外
へ
の
超
越
」
と
呼
び
う
る
な
ら
ば
、
内
在
は
「
内
へ
の
超
越
」
と
呼
ん
で
よ
い
。
あ
る
い

は
、
「
高
み
へ
の
超
越
」
に
対
し
て
、
「
深
み
へ
の
超
越
」
を
立
て
て
も
よ
い
。
両
者
の
方
向
性
の
相
違

は
、
鋭
い
対
照
を
な
す
か
に
見
え
る
が
、
こ
の
方
向
性
の
相
違
は
、
当
該
世
界
や
当
該
自
己
を
基
軸
に
す

る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
高
次
元
へ
の
超
脱
と
い
う
点
で
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
超

越
・
内
在
に
は
、
当
該
自
己
の
死
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
否
定
の
契
機
が
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
。 
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                       超越         

 

       

当該《世界・自己》Y     

内在A                  

高次《世界・自己》X 

超越B 

内在B 

高次《世界・自己》X 

【図１ 超越と内在】 

】 



 59 

断
る
ま
で
も
な
い
が
、
超
越
・
内
在
は
超
越
・
内
在
の
経
験
、
、
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
、
従
来
の
経
験
が
よ
り
い
っ
そ
う
包
括
的
な
生
命
的
磁
場
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
再
認
識

す
る
経
験
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
内
奥
の
根
源
的
な
生
命
の
核
心
に
貫
か
れ
て
い
る
こ

と
を
再
認
識
す
る
経
験
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
超
越
・
内
在
の
経
験
に
お
い
て
、
従
来
の
経
験
が
完
全

に
捨
離
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
よ
り
い
っ
そ
う
大
き
く
て
深
い
生
命
的
磁
場
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
本

来
の
居
場
所
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
超
越
・
内
在
せ
ら
れ
る
当
該
次
元
と
超
越
・
内
在
す
る
高
次
元
と

の
間
に
有
機
的
な
連
携
が
生
ま
れ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
超
越
・
内
在
せ
ら
れ
る
当
該
次
元
が
、
超

越
・
内
在
す
る
高
次
元
と
の
関
係
の
自
覚
・
再
認
の
中
で
捉
え
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
図
１ 

参
照
） 

 

と
こ
ろ
で
、
超
越
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
、
無
視
し
え
な
い
原
理
的
な
論
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た

と
え
ば
、
①
超
越
す
る
主
体
は
誰
（
何
）
か
、
②
超
越
さ
れ
る
対
象
は
誰
（
何
）
か
、
③
超
越
す
る
方

向
・
次
元
は
ど
こ
か
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
を
多
少
な
り
と
も
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
超
越

と
い
う
事
態
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
結
像
を
よ
り
鮮
明
な
も
の
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

 

ま
ず
、
②
超
越
さ
れ
る
対
象
は
誰
（
何
）
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
「
誰

（
何
）
を
超
越
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の
裏
返
し
で
あ
る
が
、
「
自
我
」
や
「
我
執
」
と
い
う
答
え

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
自
我
や
我
執
を
超
越
す
る
こ
と
の
具
体
相
は
、
自
我
や
我
執
を
放
下
・
捨
離
す

る
と
い
う
形
を
取
る
。
つ
ま
り
、
超
越
の
対
象
と
は
、
放
下
や
捨
離
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

超
越
さ
れ
る
べ
き
自
我
や
我
執
は
、
執
着
な
ど
一
部
の
心
的
な
有
り
様
や
身
体
由
来
の
欲
望
と
い
う
よ

り
も
、
そ
の
身
心
全
体
に
及
ぶ
と
解
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
我
執
の
身
心
を
捨
て

る
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
我
執
の
身
心
」
は
、
実
体
は
虚
妄
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

虚
妄
な
も
の
を
実
在
視
し
て
そ
れ
に
執
着
や
愛
惜
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

つ
ぎ
に
、
③
超
越
す
る
方
向
・
次
元
、
つ
ま
り
「
ど
こ
へ
超
越
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
あ
る
。

こ
れ
は
「
超
越
す
る
運
動
」
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
が
、
運
動
体
が
空
間
内
を
運
動
す
る
と
い
う
よ
り

も
、
運
動
体
そ
れ
自
身
が
運
動
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
超
越
す
る
主
体
」
に
関
わ
る
問
い
で

も
あ
る
。
こ
の
超
越
す
る
運
動
は
、
超
越
す
る
主
体
と
不
可
分
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
へ
と
超
越

す
る
方
位
や
そ
の
超
越
的
な
次
元
と
も
結
び
つ
く
は
ず
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
①
超
越
す
る
主
体
は
誰
（
何
）
か
と
い
う
こ
と
、
じ
つ
は
こ
の
問
い
こ
そ
が
、
最
も
厄
介

で
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
超
越
さ
れ
る
対
象
が
自
我
や
我
執
で
あ
る
な
ら
ば
、
超
越
す

る
主
体
は
、
断
じ
て
自
我
で
は
あ
り
え
な
い
。
自
我
は
超
越
す
る
主
体
で
は
な
く
、
逆
に
超
越
に
よ
っ

て
踏
み
越
え
ら
れ
る
べ
き
当
体
で
あ
る
。
自
我
は
超
越
の
主
体
に
は
な
り
え
ぬ
が
ゆ
え
に
、
「
低
下
愚

縛
の
凡
夫
」
「
常
没
の
凡
夫
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
超
越
す
る
主
体
は
、
自
我
や

我
執
を
放
下
・
捨
離
す
る
主
体
と
重
な
り
合
う
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
「
自
我
を
超
え

て
い
る
も
の
」
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
自
我
を
超
え
て
い
る
も
の
が
自
我
を
超
越
し
つ
つ
、
自
我
を

包
摂
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
実
に
奇
妙
な
事
態
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
来
、

自
我
を
超
越
し
て
い
る
も
の
が
、
な
ぜ
改
め
て
自
我
を
超
越
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
こ
に
「
実
在

と
現
象
」
、
あ
る
い
は
「
存
在
と
生
成
」
を
め
ぐ
る
ア
ポ
リ
ア
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。 
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超
越
の
運
動
、
即
ち
「
自
我
を
超
え
て
い
る
も
の
」
と
「
自
我
」
と
が
関
係
す
る
運
動
は
、
一
見
す

る
と
、
自
我
が
自
分
自
身
を
超
え
て
ゆ
く
運
動
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
じ
つ
は
自
我
を
超
え
て
い
る

も
の
が
自
我
の
内
へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く
、
逆
方
向
か
ら
言
え
ば
、
自
我
が
自
我
を
超
え
て
い
る
も
の
へ

と
解
き
放
た
れ
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
運
動
と
表
裏
一
体
な
の
で
あ
る
。
超
越
の
真
の
主
体
は
、
自
我
を

超
え
て
い
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
超
越
に
お
い
て
、
真
の
主
体
が
仮
象
と
し
て
の
現
象
世
界
の
中
に
降

り
立
つ
、
否
む
し
ろ
現
象
世
界
と
し
て
降
り
立
つ
。
そ
し
て
、
無
数
無
量
の
現
象
世
界
の
人
間
や
物
事

と
交
わ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
が
行
為
の
因
果
的
連
鎖
の
内
に
巻
き
込
ま
れ
た
仮
象
の
自
我
と
の
関
係

を
切
り
結
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
自
我
を
超
え
て
い
る
も
の
」
と
「
自
我
」
と
の
間
に
お
け
る

不
可
思
議
な
相
即
運
動
と
し
て
、
超
越
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

実
存
と
超
越
に
関
し
て
上
述
し
て
来
た
こ
と
を
整
理
す
る
意
味
で
、
こ
こ
で
図
解
に
訴
え
つ
つ
、
両

者
の
関
係
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
図
２
は
、
C
の
実
存
の
次
元
か
ら
B
の
高
次
元
へ
超
越
す
る
事
態

を
表
し
て
い
る
。
C
が
超
越
・
捨
離
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
、
B
の
次
元
が
超
越
の
向
か
う
方
向
・
高
次

元
で
あ
る
。
ま
た
、
B
の
次
元
か
ら
C
の
次
元
へ
と
降
下
し
て
開
か
れ
る
運
動
も
、
そ
れ
に
即
応
し
て

同
時
に
生
じ
て
い
る
。
実
存
の
脱
自
的
な
否
定
運
動
は
、
実
存
へ
と
脱
落
・
落
着
す
る
肯
定
運
動
と
表

裏
を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
超
越
の
事
態
と
は
、
こ
の
よ
う
な
C
の
次
元
か
ら
B
の
次
元

へ
、
ま
た
B
の
次
元
か
ら
C
の
次
元
へ
と
い
う
逆
方
向
の
二
重
の
運
動
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
実
存
を
起
点
に
し
て
生
じ
た
超
越
の
事
態
は
、
C
の
次
元
と
B
の
次
元
の
間
を
往

復
運
動
す
る
事
態
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 
 

     

         

 
 

 

 

 

 

C 実存 

B 高次元 

B; 

【図２ 実存と超越】 

【図３ 実存と超越と存在】 

C 実存 

B 高次元 

B; 

A 
・ 

第二次の超越 

≒第二次の実存 

第一次の超越 

≒第一次の実存 

ヒエロファニー 
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と
こ
ろ
で
、
前
章
第
３
節
で
も
論
究
し
た
「
超
越
と
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
の
関
係
を
想
起
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
そ
こ
で
は
、
宇
宙
論
的
な
規
模
で
、
超
越
と
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、
B
の
次
元
や
C
の
次
元
と
い
う
現
象
世
界
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
生
ま
れ
る
以

前
の
未
顕
現
の
次
元
（
不
生
不
滅
の
存
在
）
を
も
考
察
の
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
未
顕

現
の
次
元
を
A
の
次
元
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
三
重
の
次
元
を
貫
く
事
態
と
し
て
、
実
存
や
超
越
を

捉
え
る
視
点
が
開
か
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
超
越
は
「
（
実
存
を
）
超
え
て
（
高
次
元
へ
と
）
登
る
こ

と
」
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
「
実、
存
の
、
、
外
に
出
る
」
こ
と
と
い
う
意
味
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
じ
つ
は
超
越
者
に
よ
る
世
界
超
越
（
＝
世
界
創

造
）
と
い
う
「
原
超
越
」
が
存
在
論
的
に
は
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
第
一
次
の
超
越
」

と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
実
存
に
関
し
て
も
、
「
原
実
存
」
と
も
言
う
べ
き
「
第
一
次
の
実
存
」
を
想
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
存
在
の

、
、
、
外
に
出
る
」
こ
と
と
し
て
「
第
一
次
の
超
越
」
と
ほ
ぼ
同

義
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
般
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
実
存
」
や
「
超
越
」
は
、
存
在
論
的
に

は
そ
の
原
実
存
や
原
超
越
の
後
に
起
き
る
「
第
二
次
の
実
存
」
や
「
第
二
次
の
超
越
」
を
指
し
て
い
る

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

「
こ
こ
で
い
ま
生
き
て
い
る
」
と
い
う
実
存
そ
れ
自
体
の
内
に
、
す
で
に
脱
自
、
、
の
契
機
が
孕
ま
れ
て

い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
語
源
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
実
存
（
外
に
立
つ
こ
と
）
は
脱

自
（
外
に
立
つ
こ
と
）
と
同
じ
脱
構
造
の
契
機
を
内
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
存
の
外
に
立
つ
こ
と

は
、
実
存
を
制
約
す
る
時
間
・
空
間･

人
間

じ
ん
か
ん

と
い
う
根
本
条
件
の
外
に
立
つ
こ
と
と
理
解
で
き
る
が
、
し

か
し
現
実
的
に
は
そ
れ
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
実
存
は
自
ら
を
制
約
す
る
根
本
条
件
の
外
に
立

と
う
と
す
る
傾
動
、
、
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
間
や
空
間
や
人
間
関
係
の
限
定
を
超
え
る
こ
と
、

こ
れ
が
超
越
で
あ
る
。
そ
の
「
実
存
の
外
に
出
る
」
超
越
は
、
そ
れ
と
は
逆
方
向
の
運
動
で
あ
る
「
存

在
の
外
に
出
る
」
働
き
に
よ
っ
て
根
底
で
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
こ
こ
に
は
一
方
で
実
存
の

外
に
出
な
が
ら
、
他
方
で
実
存
に
返
っ
て
く
る
と
い
う
不
可
思
議
な
相
即
運
動
が
あ
る
。
実
存
と
超
越

の
関
係
は
、
従
来
は
実
存
を
起
点
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
宇
宙
論
的

な
規
模
に
お
け
る
還
帰
と
展
開
と
い
う
逆
方
向
の
二
重
運
動
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
図
３ 

参
照
）
。

 

さ
て
、
本
論
の
冒
頭
で
、
人
間
観
の
刷
新
に
よ
っ
て
「
超
越
」
の
問
題
が
最
も
顕
著
な
変
貌
を
遂
げ

る
と
言
っ
た
。
次
に
、
そ
の
「
超
越
」
の
問
題
を
宗
教
の
具
体
的
な
人
間
観
に
即
し
て
捉
え
直
し
て
み

た
い
と
思
う
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
仏
教
の
「
無
我
説
」
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
キ
リ
ス
ト
論
」
、
神
道

の
「
一
霊
四
魂
説
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
各
宗
教
の
人
間
観
が
ポ
ジ
と
し
て
、
あ
る
い
は
ネ
ガ
と
し

て
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
な
根
本
教
説
で
あ
る
。 

 

2. 

仏
教
の
「
無
我
説
」 

 

無
我(an

ā
tm

an
, 

an
attan

)

と
は
「
〈
我
〉(ā

tm
a
n

)

に
対
す
る
否
定
を
表
し
、
〈
我
が
無
い
〉
と
〈
我
で

は
な
い
〉
（
非
我
）
と
の
両
方
の
解
釈
が
な
さ
れ
」
５

て
い
る
。
最
初
期
の
韻
文
経
典
で
あ
る
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
で
は
、
無
我
は
「
我
執
の
否
定
な
い
し
超
越
」
を
意
味
し
て
お
り
、
無
我
の
実
践
に
よ
り
涅
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槃
に
達
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
初
期
散
文
経
典
で
は
、
こ
の
現
象
世
界
の
物
事
は
「
私
の
も
の
」

で
も
、
「
私
」
で
も
、
「
私
の
ア
ー
ト
マ
ン
」
で
も
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
を
統
括
し
た
「
諸
法
無

我
」
と
い
う
術
語
が
普
遍
化
し
た
。
部
派
仏
教
、
と
り
わ
け
説
一
切
有
部
で
は
、
法
の
本
質
的
実
体
（
自

性sv
a
b

h
ā
v

a
）
を
認
め
る
「
人
無
我
、
法
有
」
と
い
う
折
衷
説
が
生
ま
れ
た
が
、
大
乗
仏
教
（
特
に
竜

樹
）
は
法
有
を
否
定
し
て
無
自
性
を
説
き
、
一
切
を
縁
起
（
す
な
わ
ち
相
互
依
存
）
の
関
係
性
の
中
で
捉

え
る
空
観
を
提
唱
し
た
。
こ
う
し
て
、
無
我
説
は
、
初
期
の
「
非
我
」
と
い
う
原
義
か
ら
、
大
乗
仏
教
以

降
の
無
自
性
（
無
実
体
）
と
い
う
「
無
我
」
の
意
味
へ
と
力
点
を
移
し
た
の
で
あ
る
。 

無
我
説
を
非
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
に
非
ず
）
と
無
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
は
無
い
）
の
い
ず
れ
の
主
張
と
見
な

す
か
、
そ
れ
が
決
定
的
に
重
要
な
解
釈
の
分
岐
点
と
な
る
６

。
も
し
「
無
我
」
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
一

切
は
無
我
だ
と
認
識
す
る
自
我
自
身
も
、
ま
た
そ
の
認
識
判
断
も
、
無
自
性
と
し
て
相
互
依
存
の
関
係
性

の
内
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
免
れ
え
な
い
。
無
我
で
あ
る
と
認
識
す
る
自
我
自
身
も
無
我
、
そ
の
認
識

判
断
も
無
我
で
あ
る
以
上
、
一
切
が
相
互
依
存
の
関
係
性
の
中
に
無
自
性
的
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
と
存
在
の
境
位
で
は
、
「
超
越
」
の
契
機
な
ど
と
う
て
い
想
定
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
、
初
期
仏
教
が
唱
え
て
い
た
「
非
我
」
の
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
象
界
の
一
切
の
物
事
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
（
真
我
）
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
こ
の
肉
体
は
ア
ー
ト
マ
ン

と
見
な
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
が
非
我
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
非
我
説
は
、
必
ず
し
も
ア
ー
ト
マ
ン
の

否
定
を
導
出
し
な
い
。
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
に
関
す
る
形
而
上
学
的
な
問
い─
た
と
え
ば
、
「
人
は
死
後
、

存
在
す
る
か
否
か
」
を
尋
ね
た
尊
者
マ
ー
ル
ン
キ
ャ
ー
プ
ッ
タ
の
問
い─

に
釈
尊
が
沈
黙
し
た
の
は
、
そ

の
問
い
を
発
し
た
思
考
癖
の
あ
る
弟
子
に
対
す
る
無
言
の
対
応
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。 

 

で
は
、
非
我
と
し
て
の
無
我
説
に
お
い
て
、
「
超
越
」
の
契
機
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
現

象
界
の
一
切
の
物
事
（
肉
体
や
自
我
意
識
も
）
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
と
観
じ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
に
対

す
る
執
着
や
我
執
を
放
下
・
捨
離
す
る
こ
と
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
。
無
我
と
い
う
空
観
の
認
識
は
、
執

着
や
我
執
を
捨
て
去
る
実
践
や
行
法
に
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
無
我
の
実
践
は
、
現
象
界
が
存

続
す
る
限
り
、
ど
こ
ま
で
も
続
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
実
体
の
否
定
運
動
が
向
か
う
極
点
が
「
無

我
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
諸
法
無
我
の
空
観
の
深
ま
り
の
中
で
執
着

や
我
執
を
捨
て
去
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
存
在
構
造
（
人
体
）
の
変
容
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。

認
識
様
態
と
存
在
様
態
は
、
相
互
に
不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仏
教
の
「
超
越
」
問
題
は
、

無
我
（
空
観
）
と
い
う
、
認
識
と
実
践
の
両
面
に
関
わ
る
無
窮
の
実
体
否
定
運
動
の
課
題
と
結
び
つ
く
も

の
と
思
わ
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
無
我
の
認
識
に
お
い
て
、
諸
法
無
我
と
観
じ
て
い
る

、
、
、
、
、
の
は
、
い
っ
た
い
誰
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
現
象
界
の
中
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
象
界
の
物
事
が
諸

法
無
我
で
あ
る
以
上
、
無
我
自
身
が
諸
法
無
我
と
観
じ
る
主
体
で
あ
る
こ
と
は
原
理
上
あ
り
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
一
方
、
主
体
を
立
て
ず
に
、
た
だ
無
我
と
観
じ
る
こ
と
が
生
じ
る
だ
け
だ
、
と
い
う
弁
明
も
あ

り
え
よ
う
。
し
か
し
、
は
た
し
て
、
観
じ
る
主
体
な
し
に
、
無
我
と
観
じ
る
こ
と
が
現
れ
る
だ
ろ
う
か
。

「
こ
れ
は
無
我
だ
」
と
い
う
判
断
、
む
し
ろ
本
質
直
観
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
ト
マ
ン
の
問
題

は
、
じ
つ
は
こ
の
無
我
の
認
識
的
徹
底
を
通
し
て
い
よ
い
よ
鮮
明
と
な
る
。
現
象
界
の
一
切
の
事
物
が
非
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我
だ
と
す
れ
ば
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
現
象
界
に
探
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
ア
ー
ト
マ
ン
は
現
象
界
を
超
え
て

い
る
。
無
我
の
認
識
、
つ
ま
り
現
象
界
を
超
越
的
に
捉
え
る
認
識
（
空
観
）
は
、
そ
の
認
識
の
究
極
の
主

体
を
問
う
と
き
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
働
き
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
空
観
の
根

源
的
主
体
（
目
撃
者
）
こ
そ
が
ア
ー
ト
マ
ン
に
他
な
ら
ず
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
自
覚
か
ら
こ
の
現
象
界
が
捉

え
直
さ
れ
る
と
い
う
の
が
空
観
の
真
義
で
は
な
い
か
。
色
即
是
空
は
、
こ
う
し
て
空
即
是
色
へ
と
反
転
し

つ
つ
、
そ
の
反
転
が
さ
ら
な
る
空
観
の
徹
底
を
喚
起
し
て
、
次
第
に
深
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

無
我
は
実
体
を
否
定
す
る
認
識
と
そ
の
実
践
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
、
行
為
の
表
象
と
行

為
の
遂
行
と
の
間
の
乖
離
が
埋
め
ら
れ
た
状
態
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
無
我
、
無
心
、
あ
る
い

は
自
然
法
爾
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
自
我
が
介
入
し
な
い
境
位
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
我
に
は
実

体
否
定
の
「
認
識
」
の
運
動
と
、
表
象
と
遂
行
が
中
和
さ
れ
た
「
行
為
」
の
状
態
と
い
う
二
面
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
現
象
界
を
超
越
す
る
無
窮
の
実
体
否
定
の
認
識
面
と
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
自
覚
的
に
現
象
界

で
展
開
す
る
行
為
面
と
い
う
不
可
分
な
両
面
に
、
「
無
我
説
」
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

超
越
は
、
現
象
界
の
事
物
に
対
す
る
執
着
を
捨
て
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、

ア
ー
ト
マ
ン
の
自
覚
に
お
い
て
現
象
界
の
事
物
を
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。
超
越
に
は
前
者
の
契
機
が
強

く
前
面
に
出
る
が
、
後
者
の
契
機
も
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
隠
れ
た
仕
方
で
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
仏
教
は
単
な
る
厭
世
思
想
に
堕
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
人
生
の
積
極
的
な
意
義
も
見
出

し
難
い
で
あ
ろ
う
。
現
象
界
は
「
諸
法
無
我
」
「
諸
行
無
常
」
と
し
て
、
な
お
「
涅
槃
寂
静
」
の
境
位
か

ら
新
た
に
現
象
界
が
受
け
止
め
直
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
仏
教
の
三
法
印
は
、
生
滅

す
る
現
象
界
を
超
越
し
て
捨
離
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
捨
離
の
徹
底
を
通
し
て
、
逆
に
現
象
界
を
生
き

る
場
と
捉
え
返
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
涅
槃
寂
静
は
止
滅
の
契
機
の
み
な
ら

ず
、
蘇
生
（
真
空
妙
有
）
の
契
機
を
も
含
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
現
象
を
空
じ
つ
つ
、
現
象
に
囚
わ
れ

ず
に
、
そ
こ
に
か
り
に
身
を
置
い
て
仏
性
を
開
く
の
で
あ
る
。 

 

「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
と
し
て
の
人
間
存
在
は
、
無
我
説
の
背
後
に
隠
れ
た
ア
ー
ト
マ
ン
を
視
野
に

入
れ
る
な
ら
ば
、
ア
ー
ト
マ
ン
（
真
我
）
と
自
我
と
い
う
二
重
自
己
の
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
現
象
と
し
て
の
自
我
は
、
文
字
ど
お
り
仮
面
的
人
格(jīv

a
, 

p
e
rso

n
ality

)

で
あ
り
、
そ
れ

と
ぴ
っ
た
り
一
体
に
な
り
つ
つ
、
真
我(ā

tm
an

, 
in

d
iv

id
u

a
lity

)

が
本
質
的
に
隠
れ
て
い
る
。
こ
の
二
重
自

己
の
観
点
か
ら
、
無
我
や
縁
起
や
輪
廻
な
ど
の
思
想
を
捉
え
直
す
と
き
、
仏
教
は
新
た
な
生
命
を
得
て
甦

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

3. 

キ
リ
ス
ト
教
の
「
キ
リ
ス
ト
論
」 

  

キ
リ
ス
ト
教
は
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
（
救
世
主
）
と
見
る
宗
教
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
人
間

の
救
済
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
神
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
で
あ
る

と
い
う
、
神
と
人
間
の
両
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
は
歴
史
上
の
人
物
で
あ
り
、
キ

リ
ス
ト
は
宇
宙
や
人
間
を
創
造
し
た
超
越
神
の
第
二
ペ
ル
ソ
ナ
（
位
格
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
と
い
う
呼
称
の
内
に
、
す
で
に
神
と
人
間
の
両
性
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ル
ケ
ド
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ン
の
第
４
回
公
会
議
（
四
五
一
年
）
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
神
性
と
人
性
を
完
全
に
「
混
ざ
ら
ず
、

変
わ
ら
ず
、
分
か
れ
ず
、
離
れ
な
い
」
仕
方
で
具
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
子
な
る
神
に
し
て
人
の
子
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
こ
そ
が
、
絶
対
者
（
神
）
と
相

対
者
（
人
間
）
と
の
間
を
仲
保
し
う
る
の
で
あ
る
。
超
越
神
は
実
体
は
一
つ
で
あ
る
が
、
三
つ
の
ペ
ル
ソ

ナ
を
持
つ
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
父
な
る
神
、
子
な
る
キ
リ
ス
ト
、
聖
霊
と
い
う
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ

に
分
か
れ
な
が
ら
、
な
お
実
体
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
、
三
位
一
体
論(T

rin
ity

)

で
あ
る
。
三
位

一
体
論
は
、
ど
こ
ま
で
も
神
の
自
己
内
関
係
で
あ
る
が
、
そ
の
第
二
ペ
ル
ソ
ナ
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
、
人

間
イ
エ
ス
と
し
て
こ
の
世
に
出
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
人
間
は
本
質
的
に
有
限
な
存
在
で
あ

っ
て
、
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
時
点
で
既
に
原
罪
（
神
か
ら
離
反
す
る
因
子
）
を
宿
し
た
罪
人
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
罪
か
ら
救
済
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
神
に
し
て
人
間
で
あ
る

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
仲
介
す
る
他
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
既
存
の
人
間
観
が
刷
新
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
教
説
は
い
か
な
る
変
容
を
被
り
、
ま
た

い
か
な
る
再
解
釈
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
人
間
を
「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
と
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
既
存
の
人
間
観
は
根
本
的
な
修
正
を
迫
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
が
い
わ
ゆ
る

「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
「
神
」
の
側
面
を
も
持
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
が
人

間
で
あ
る
と
同
時
に
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
出
現
に
よ
っ
て
の
み
成
就
さ
れ
た
奇
跡
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
奇
跡
の
存
在
構
造
を
、
じ
つ
は
人
間
存
在

自
身
が
宿
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
は
、
人
間
イ
エ
ス
と
子
な
る
神
キ
リ

ス
ト
と
の
複
合
的
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
同
じ
存
在
構
造
を
人
間
自
身
が
有
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
人
間
の
存
在
構
造
全
体
の
範
型
を
示

し
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
三
位
一
体
論
の
「
子
な
る
キ
リ
ス
ト
」
を
人
間
の
存
在
構

造
の
「
霊
」
と
等
号
で
結
ぶ
と
き
、
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
自
己
内
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
範
型

へ
と
転
じ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

 

イ
エ
ス
が
「
わ
た
し
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
命
で
あ
る
。
だ
れ
で
も
わ
た
し
に
よ
ら
な
い
で
は
、

父
の
み
も
と
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
ヨ
ハ
ネ

14-

6
）
と
言
わ
れ
た
の
は
、
神
に
至
る
通
路
を
イ
エ

ス
が
占
有
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
自
己
内
に
あ
る
通
路
（
内
な
る
キ
リ
ス
ト
意
識
）
を
述
べ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
神
の
国
は
、
実
に
あ
な
た
が
た
の
た
だ
中
に
あ
る
」
（
ル
カ

7-

21
）
と
言
わ
れ
る

と
き
、
そ
れ
は
神
が
人
間
の
内
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
人
間
の
内
な
る
神
が
人
間
自
身
の

存
在
構
造
の
本
質
を
な
す
と
い
う
と
き
、
「
人
間
」
概
念
は
そ
の
本
質
に
神
を
含
む
ま
で
に
拡
張
・
深
化

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
キ
リ
ス
ト
は
、
人
間
の
内
な
る
超
越
の
光
源
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

人
間
観
を
刷
新
し
て
人
間
の
存
在
構
造
を
よ
り
い
っ
そ
う
拡
張
し
た
視
野
の
中
で
捉
え
る
と
き
、
神
の

自
己
内
関
係
と
し
て
の
三
位
一
体
論(T

rin
ity

)

と
人
間
の
存
在
構
造
と
し
て
の
人
性
三
分
説(tric

h
o

to
m

y
)

は
、
根
源
的
に
照
応
し
合
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
神
の
三
位
一
体
論
は
、
人
間
の
三
分
説
と
類
比
的
で

あ
る
。
神
な
る
「
父
‐
子
‐
聖
霊
」
と
い
う
三
位
一
体
の
一
端
で
あ
る
「
子
な
る
キ
リ
ス
ト
」
は
、
人
間

な
る
「
霊
‐
魂
‐
体
」
と
い
う
三
分
説
の
核
心
を
な
す
「
霊
」
と
融
合
し
て
、
神
の
三
項
関
係
が
人
間
の

三
項
関
係
と
重
な
り
合
う
で
あ
ろ
う
。
霊
性
（
神
性
）
の
自
覚
が
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
、
し
ば
し
ば
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魂
の
内
な
る
神
の
子
の
誕
生
７

、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
意
識
の
誕
生
と
称
さ
れ
て
き
た
所
以
で
あ
る
。
こ

の
脈
絡
で
は
、
キ
リ
ス
ト
は
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
み
が
享
受
す
る
神
的
な
本
質
で
は
な
く
、
お
よ
そ
人

間
存
在
一
般
が
有
す
る
内
的
な
本
質
と
な
る
。
こ
れ
は
人
間
が
霊
性
を
本
有
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と

根
底
で
繋
が
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

人
間
に
お
け
る
霊
の
本
有
問
題
は
、
霊
と
訳
さ
れ
たrū

a
ḥ

, 
p

n
e
u

m
a
, 

sp
iritu

s

が
有
す
る
意
味
を
解
明

す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
聖
書
に
現
れ
る
霊
の
意
味
は
多
義
的
だ
が
、
(1)
風
、
(2)
息
、

(3)
内
的
生
命
、
(4)
根
源
的
な
生
命
原
理
と
い
う
四
つ
の
意
味
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
８

。
(1)
は
人
間

の
外
に
あ
る
物
質
的
様
態
、
(2)
は
人
間
の
内
な
る
生
理
的
運
動
、
(3)
は
人
間
存
在
を
貫
く
生
命
力
、
(4)

は
人
間
を
超
越
す
る
神
か
ら
の
賦
与
と
解
さ
れ
て
い
る
。
霊
の
本
有
と
は
、
(4)
を
人
間
が
本
具
す
る
こ

と
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
霊
の
座
が
、
い
わ
ば
超
越
か
ら
内
在
に
移
る
の
で
あ
る
。
超
越
神
が

内
在
神
と
な
る
の
だ
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
自
我
を
超
越
す
る
神
は
、
自
我
に
内
在
す
る
神
で
も
あ
る

が
、
既
存
の
有
限
な
人
間
観
の
縛
り
を
外
す
と
き
、
「
人
間
の
内
な
る
神
」
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う

問
題
が
新
た
に
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
例
の
箴
言
的
な
叡
智─

絶
対
が
分
か
る
の
は
絶
対
の

み
で
あ
る─

が
想
起
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
人
間
に
神
が
分
か
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
人
間
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
霊
の
本
有
問
題
は
、
こ
う
し
て
実
質
的
に
は
人
間
の
神
性
問
題
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。 

 

で
は
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
「
超
越
」
の
問
題
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変

容
す
る
だ
ろ
う
か
。
神
は
宇
宙
と
人
間
を
創
造
し
た
超
越
神
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
超
越
は
神
に
関
し
て

の
み
妥
当
す
る
事
柄
で
あ
る
が
、
人
間
に
お
い
て
も
脱
自
の
よ
う
な
超
越
的
経
験
が
生
じ
る
こ
と
も
起
こ

り
う
る
。
こ
れ
が
通
常
の
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
超
越
に
関
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
事
柄
は
、
す
べ
て

人
間
が
本
有
す
る
霊
性
に
関
し
て
も
原
則
的
に
は
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を

仲
保
す
る
こ
と
で
初
め
て
人
間
が
救
わ
れ
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
性
は
、
神
と
人
間
の
媒
介
よ

り
も
、
人
間
の
内
な
る
神
（
霊
性
）
と
人
間
（
心
身
統
合
態
）
の
媒
介
と
な
る
。 

 

じ
つ
は
、
こ
の
霊
の
本
有
を
象
徴
す
る
も
の
が
、
「
神
の
像
と
似
姿
」
に
他
な
ら
な
い
。
神
の
像

（tz
ele

m
, im

ag
o

 D
ei

）
と
似
姿(d

em
u

t, sim
ilitu

d
o

 D
ei)

と
は
、
も
と
も
と
交
換
可
能
な
概
念
で
あ
っ
て
、

大
差
が
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
古
代
の
キ
リ
ス
ト
教
教
父
に
は
両
者
の
区
別
は
重
要
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
は
、
人
間
の
最
高
目
的
は
「
自
ら
の
像(eik

o
n

)

に
か
た

ど
っ
て
人
間
を
造
っ
た
神
に
〈
似
る
こ
と(h

o
m

o
io

sis)

〉
」
９

だ
と
考
え
た
。
「
神
の
像
」
が
神
の
子

（
ロ
ゴ
ス
）
と
し
て
の
可
能
態
・
本
来
性
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
神
の
似
姿
」
は
そ
れ
が
実
現
さ

れ
る
べ
き
現
実
態
・
到
達
目
標
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
神
の
像
と
似
姿
」
の
内
に
、
人
間
の
被
造

性
と
神
へ
の
対
向
性
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
神
の
像
と

似
姿
」
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
人
間
の
自
我
に
内
在
超
越
的
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
霊

性
（
神
性
）
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
そ
れ
は
人
間
の
自
我
の
次
元
に
は
存
在
せ
ず
、
自
我

か
ら
仰
ぐ
限
り
は
、
人
間
の
被
造
性
や
神
へ
の
対
向
性
を
示
す
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
霊
の
本
有
問
題
は
、
聖
書
が
語
る
人
間
創
造
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
人
間
創
造

に
関
す
る
記
述
は
、
二
通
り
あ
る
。
創
世
記
第
1
章
第
26
節
の
「
神
の
像
と
似
姿
」─

神
は
ま
た
言
わ

れ
た
、
「
わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
に
か
た
ど
っ
て
人
を
造
り
、
こ
れ
に
海
の
魚
と
、
空
の
鳥
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と
、
家
畜
と
、
地
の
す
べ
て
の
獣
と
、
地
の
す
べ
て
の
這
う
も
の
と
を
治
め
さ
せ
よ
う
」
。
神
と
自
分
の

か
た
ち
に
人
を
創
造
さ
れ
た
。─

と
創
世
記
第
2
章
第
7
節
の
「
土
の
塵
に
命
の
息
」─

主
な
る
神
は

土
の
ち
り
で
人
を
造
り
、
命
の
息
を
そ
の
鼻
に
吹
き
い
れ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
人
は
生
き
た
者
と
な
っ
た
。

─

で
あ
る
。
「
神
の
像
と
似
姿
」
は
霊
的
、
、
人
間
の
創
造
に
関
わ
り
、
「
土
の
塵
に
命
の
息
」
は
そ
れ
と
は

存
在
論
的
な
位
相
を
異
に
す
る
身
心
統
合
態
と
し
て
の
生
き
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
人
間
の
創
造
に
関
わ
っ
て
い
る
と
解
さ
れ

る
。
こ
の
二
重
の
人
間
創
造
に
人
間
の
存
在
構
造
全
体
（
霊
魂
体
、
あ
る
い
は
霊
心
身
）
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
と
同
時
に
、
「
神
の
像
と
似
姿
」
に
霊
を
本
有
す
る
人
間
の
秘
義
が
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の

で
あ
る
。
人
間
観
の
更
新
・
刷
新
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
遂
行
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
神
の
像
と
似

姿
」
が
人
間
に
よ
る
霊
の
本
有
と
し
て
解
釈
し
直
さ
れ
る
と
き
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
「
超
越
」
問

題
は
、
何
よ
り
も
内
な
る
霊
性
（
神
性
）
を
再
発
見
し
、
そ
れ
を
再
認
す
る
内
在
超
越
的
な
経
験
へ
と
姿

を
変
え
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

4. 

神
道
の
「
一
霊
四
魂
説
」 

  

神
道
は
祭
り
中
心
の
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
思
想
の
本
質
は
言
挙
げ
を
避
け
る
仕
方
で
伝
承
さ
れ
て

き
た
が
、
本
田
親ち

か

徳あ
つ

（
一
八
二
二-

一
八
八
九
年
）
の
よ
う
に
、
神
道
思
想
を
明
確
に
表
明
す
る
神
道
家

が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
田
が
提
唱
し
た
霊
学
は
、
皇

学

す
め
ら
ま
な
び

の
教
理
と
鎮
魂
法
帰
神
術
と
い
う
実
践

の
両
輪
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
本
田
の
「
一
霊
四
魂
」
説
を
手
掛
り
に
し
て
超
越
の
問
題
を
考

え
て
み
た
い
。 

 

「
一
霊
四
魂
」
の
一
霊
と
は
直な

ほ

霊ひ

で
あ
り
、
四
魂
と
は
荒あ

ら

魂
み
た
ま

・
和
魂

に
ぎ
み
た
ま

・
幸さ

き

魂
み
た
ま

・
奇く

し

魂
み
た
ま

で
あ
る
。
直

霊
は
「
各
魂
の
至
精
至
微
の
名
」
１
０

、
四
魂
を
統
率
制
御
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
存
在
の
核
心
を
成

す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
直
霊
が
、

経
た
て
い
と

と
し
て
荒
魂
・
和
魂
に
、

緯
よ
こ
い
と

と
し
て
幸
魂
・
奇
魂
の
四
魂
に
分

か
れ
て
働
く
。
四
魂
の
働
き
は
、
荒
魂
・
和
魂
・
幸
魂
・
奇
魂
の
順
に
、
勇
（
意
志
）
、
親
（
親
和
）
、

愛
（
愛
育
）
、
智
（
覚
智
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
因
み
に
、
霊
魂
の
こ
と
を
「
た
ま
し
ひ
」
と
い
う
。

「
た
ま
」
は
四
魂
、
「
ひ
」
は
直
霊
、
「
し
」
は
「
堅
く
締
む
る
意
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
「
一
霊
四
魂
」
の
働
き
を
現
象
界
に
現
実
に
具
現
化
さ
せ
る
質
料
と
運
動
力
が
、
「
三
元
八
力
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
三
元
と
は
剛
体
〔
固
体
〕
・
柔
体
〔
液
体
〕
・
流
体
〔
気
体
〕
と
い
う
物
質
的
様
態

の
粗
密
を
指
し
、
八
力
と
は
現
象
界
で
働
く
八
種
類
の
力
学
的
作
用
の
総
称
で
、
動
力
‐
静
力
、
凝
力
‐

解
力
、
引
力
‐
弛
力
、
分
力
‐
合
力
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
一
霊
四
魂
三
元
八
力
」
は
、
人
間
の

重
層
的
な
存
在
構
造
全
体
と
作
用
因
を
総
称
す
る
表
現
な
の
で
あ
る
。 

 

 

人
間
の
発
生
・
誕
生
に
関
し
て
は
、
神
話
的
に
天あ

ま

之の

御
中
主

み
な
か
ぬ
し
の

神か
み

が
高
皇
産

た

か

み

む

す

霊
神

び
の
か
み

（
さ
き
は
え
、
分
裂
増

加
の
働
き
を
主
宰
）
と
神
皇
産

か

み

む

す

霊
神

び
の
か
み

（
ま
つ
ろ
ひ
、
中
心
帰
一
の
働
き
を
主
宰
）
の
二
神
に
分
か
れ
、
そ

の
両
産
霊
の
霊
力
を
天
津
神
と
国
津
神
を
通
し
て
頂
く
と
説
か
れ
て
い
る
。
人
間
の
霊
魂
は
天
津
神
か
ら

国
津
神
に
付
託
し
て
賜
う
処
で
あ
り
１
１

、
天
津
神
（
幽
り
世
を
司
る
天
神
、
特
に
天
照
大
神
）
は
「
四

魂
一
霊
を
以
て
心
を
造
り
而
し
て
之
を
活
物
に
賦
」
１
２

し
、
国
津
神
（
顕
し
世
を
司
る
地
祇
、
特
に
大

国
主
神
）
は
「
三
元
八
力
を
以
て
体
を
造
り
、
而
し
て
之
を
万
物
に
与
」
１
３

う
、
と
言
わ
れ
る
。
国
津
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神
で
あ
る
大
国
主
神
は
国
魂
神
に
分
身
分
霊
し
、
そ
れ
は
さ
ら
に
産
土

う
ぶ
す
な

神が
み

に
分
身
分
霊
す
る
。
こ
う
し
て
、

霊
（
神
）
と
力
（
運
動
力
）
と
体
（
物
体
）
の
三
大
が
揃
っ
て
、
「
霊
と
力
と
相
応
じ
て
現
体
を
生
ず

る
」
１
４

の
で
あ
る
。 

 

要
す
る
に
、
一
霊
四
魂
（
幽
り
・
無
形
の
天
津
神
系
）
と
三
元
八
力
（
顕
し
・
有
形
の
国
津
神
系
）
の

両
界
に
跨
が
っ
た
存
在
、
そ
れ
が
人
間
な
の
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
「
人
間
」
よ
り
も
「
人
」
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
人
間
と
は
人
の
住
む
世
界
・
世
間
を
元
来
指
す
の
に
対
し
て
、
人
と
は
霊ひ

が
現
象
界
の

端
に
止と

ま
っ
た
存
在
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
（
霊
止
）
の
原
義
に
、
存
在
論
的
な
降
臨
が
暗
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
道
に
お
け
る
認
識
（
教
理
）
も
実
践
（
法
術
）
も
全
て
は
、
霊ひ

を
本
有
す
る

こ
と
の
存
在
論
的
感
覚
を
回
復
し
、
そ
の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
へ
収
斂
す
る
。
そ
こ
で
何
よ
り
も
重
視
さ

れ
る
の
が
、
霊ひ

を
現
象
界
に
顕
し
出
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
直
霊
の
開
顕
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
実
践

に
は
「
鎮
魂
」
の
修
行
が
第
一
と
さ
れ
る
。
鎮
魂
は
、
「
霊
魂
の
運
転
活
動
」
１
５

に
関
わ
る
も
の
で
、

霊
魂
が
そ
の
本
源
で
あ
る
神
霊
に
感
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
身
が
祓
い
浄
め
ら
れ
て
神

界
に
通
じ
る
こ
と
に
な
る
。
祭
り
で
あ
れ
、
日
常
生
活
で
あ
れ
、
「
ま
こ
と
」
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
理
想

的
な
有
り
様
、
具
体
的
に
は
言
葉
と
行
為
・
出
来
事
が
一
致
し
た
状
態
を
指
し
て
い
る
。
自
然
の
バ
イ
オ

リ
ズ
ム
と
人
間
の
バ
イ
オ
リ
ズ
ム
が
共
振
す
る
祭
り
の
時
空
に
お
い
て
、
神
と
人
の
関
係
や
幽
顕
両
界
の

関
係
（
幽
り
を
顕
す
関
係
）
が
非
日
常
的
な
鮮
明
さ
で
顕
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
田
親
徳
が
再
建
を

図
っ
た
の
は
、
形
を
以
て
形
に
対
す
る
顕

う
つ
し

斎
い
は
ひ

で
は
な
く
、
霊
を
以
て
霊
に
対
す
る
（
神
像
宮
社
無
く
而

し
て
真
神
を
祈
る
）
幽

か
く
り

斎
い
は
ひ

で
あ
っ
た
１
６

。
そ
の
幽
斎
の
中
核
を
な
す
の
が
、
鎮
魂
帰
神
で
あ
る
。
鎮
魂

の
修
行
を
基
礎
に
し
て
帰
神
（
自
感
法
や
他
感
法
な
ど
に
よ
る
神
懸
り
）
が
行
な
わ
れ
る
。 

 

存
在
構
造
に
関
す
る
限
り
、
神
と
人
は
そ
の
大
半
が
重
な
り
合
う
と
見
ら
れ
る
。
神
が
幽
り
世
で
働
く

霊
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
は
霊
（
神
）
が
現
象
界
を
貫
い
て
そ
の
末
端
（
顕
し
世
）
で
止
ま
っ
た
存

在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
神
の
末
と
し
て
、
人
の
存
在
論
的
系
譜
を
遡
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
神
と
繋

が
っ
て
い
る
。
顕
幽
両
界
に
跨
が
る
「
人
」
に
は
、
幽
り
の
「
神
」
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
人
間
の
存
在
構
造
に
は
、
天
地
初
発
以
来
の
宇
宙
万
象
の
歴
史
が
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。 

 

さ
て
、
こ
う
し
た
一
霊
四
魂
説
か
ら
は
、
「
超
越
」
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
、

超
越
の
契
機
は
見
出
し
難
い
。
人
間
は
本
来
神
で
あ
り
、
神
の
子
（
末
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

子
細
に
見
れ
ば
、
超
越
の
契
機
は
、
と
り
わ
け
祭
り
の
過
程
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
神
社
祭
祀
の
場
合
、

祭
り
の
前
段
行
事
と
し
て
参
列
者
は
罪
穢
れ
を
禊
ぎ
・
祓
い
除
け
る
「
修
祓
」
を
受
け
、
祭
主
（
神
主
）

は
祭
り
の
隠
れ
た
本
体
と
も
い
う
べ
き
「
籠
も
り
（
物
忌
み
）
」
の
過
程
で
変
身
を
行
な
う
。
日
常
生
活

の
中
で
積
も
っ
た
罪
穢
れ
に
よ
っ
て
、
神
と
人
の
本
来
の
関
係
が
次
第
に
覆
い
隠
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
の
罪
穢
れ
を
天
地
自
然
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
周
期
的
に
禊
ぎ
祓
い
、
新
た
な
生
命
力
に
よ
っ
て
賦
活

す
る
た
め
の
行
事
が
、
歳
時
儀
礼
（
年
中
行
事
）
や
通
過
儀
礼
（
冠
婚
葬
祭
）
で
あ
る
１
７

。
精
進
潔
斎

を
通
し
て
、
罪
穢
れ
は
根
の
国
底
の
国
へ
と
禊
ぎ
祓
い
遣
ら
れ
る
。
そ
れ
は
原
罪
の
よ
う
に
人
間
存
在
の

根
底
を
侵
蝕
す
る
ほ
ど
深
刻
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
罪
穢
れ
の
相
対
的
な
軽
さ
は
、
人
の
絶
対
的
な
霊ひ

の
本
有
と
鋭
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
祭
り
の
頂
点
に
お
い
て
神
人
一
体
、
神
人
交
歓
が
成
立
す
る
根
拠
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も
、
人
が
霊ひ

を
本
来
有
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
祭
り
の
時
空
に
お
い
て
、
自
己
の
本
源
や
出

自
を
想
起
し
、
神
と
人
の
垂
直
的
な
繋
が
り
や
人
と
人
の
水
平
的
な
繋
が
り
を
改
め
て
自
覚
し
、
顕
幽
両

界
の
関
係
を
再
認
・
調
整
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
祭
り
を
執
行
す
る
際
に
、
称
揚
さ
れ
る
有

り
様
は
、
「
ま
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
文
字
ど
お
り
、
言
葉
と
出
来
事
が
一
致
す
る
認
識
原
理

（
真
言

ま

こ

と

）
で
あ
る
と
と
も
に
、
言
葉
と
行
為
が
一
致
す
る
行
為
規
範
（
誠

ま
こ
と

）
で
あ
る
。
神
と
人
を
繋
ぎ
、

人
と
人
を
繋
ぐ
要
と
な
る
も
の
こ
そ
、
「
ま
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
ま
こ
と
」
の
実
現
に
宇
宙

の
運
行
と
人
間
の
使
命
が
全
て
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。 

 

上
述
し
た
「
絶
対
と
相
対
の
関
係
」
は
、
神
道
思
想
的
に
は
「
一
霊
四
魂
三
元
八
力
」
と
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
絶
対
に
は
「
一
霊
」
が
対
応
し
、
相
対
に
は
「
四
魂
三
元
八
力
」
が
対
応
し
て

い
る
。
人
（
霊
止
）
と
は
、
原
義
ど
お
り
絶
対
が
相
対
に
止
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
「
絶
対

と
相
対
の
関
係
」
そ
れ
自
身
の
全
振
幅
を
内
蔵
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
存
在
構
造
そ
の
も
の
の
中

に
、
超
越
の
契
機
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
絶
対
と
相
対
を
分
か
つ
断
絶
を
、
自
身

の
存
在
構
造
が
包
み
込
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
人
生
周
期
の
転
換
点
や
生
活
の
節
目
ご
と
に
、
超
越
の

契
機
が
顕
在
化
し
、
相
対
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
「
死
と
再
生
」
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、

祭
り
の
時
空
に
お
い
て
、
神
と
人
と
自
然
と
い
う
三
者
の
生
命
的
連
関
は
、
供
物
（
ま
こ
と
の
象
徴
）
を

介
し
て
非
日
常
的
な
鮮
明
さ
で
顕
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

☆ 
 

 
 

 
 

 
 

 

☆ 

 

 

以
上
、
仏
教
の
「
無
我
説
」
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
キ
リ
ス
ト
論
」
、
神
道
の
「
一
霊
四
魂
説
」
に
観
取

で
き
る
人
間
観
を
、
主
に
「
超
越
」
の
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
試
み
た
。
三
者
を
比
較
す
る
た
め
に
、

簡
単
な
表
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。 

こ
れ
ら
三
者
の
教
説
に
観
取
で
き
る
人
間
観
―
無
我
、
有
限
な
人
間
、
霊
止
―
は
、
一
見
す
る
と
、
相

互
に
全
く
異
な
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
人
性
三
分
説
」
の
立
場
か
ら
改

め
て
見
直
す
と
き
、
三
者
の
人
間
観
相
互
の
相
違
は
、
わ
れ
わ
れ
が
想
定
し
て
い
る
ほ
ど
鋭
い
対
立
や
陰

影
を
刻
み
付
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
宗
教
間
の
人
間
観
の
相
違
は
、
人
間
の

本
質
的
な
存
在
構
造
、
す
な
わ
ち
霊
魂
体
（
あ
る
い
は
霊
心
身
）
の
三
重
の
分
節
を
認
め
る
と
き
に
、
解

消
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
と
き
初
め
て
、
多
様
な
宗
教
観
や
多
様
な
人
間
観
を
統
一
的
に
把
握
し
う

る
地
平
が
切
り
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
従
来
の
人
間
観
や
宗
教
観
は
、
個
々
人
の
自
覚

の
内
か
ら
自
ず
と
見
直
し
と
修
正
の
動
き
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
ぶ
ん
期
待
さ
れ
て
い
る
の

は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
括
弧
に
入
れ
た
ま
ま
で
世
界
や
他
者
の
変
容
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ
わ

れ
自
身
が
「
自
己
理
解
」
の
変
容
を
現
実
に
遂
行
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 
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１ 
 

棚
次
正
和
『
祈
り
の
人
間
学
―
い
き
い
き
と
生
き
る
―
』
（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
九
年
）
、
三
三
―
三
八
頁
。 

２ 
 

棚
次
正
和
「
祈
り
の
光
学
と
変
容
す
る
自
己
理
解
」
『
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
／
精
神
医
学
』
（
日

本
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
／
精
神
医
学
会
篇
、
二
〇
〇
九
年
）
、
九
―
一
六
頁
。 

３ 
 

 
 

前
掲
論
文
、
一
四─

一
六
頁
。
棚
次
正
和
『
祈
り
の
人
間
学
』
、
一
二
二
―
一
三
七
頁
。 

 
 

４ 
 
 

棚
次
正
和
「
超
越
と
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
、
池
上
良
正
・
小
田
淑
子
・
島
薗
進
・
末
木
文
美
士
・
関 

一

敏
・
鶴
岡
賀
雄
編
『
岩
波
講
座 

宗
教 

2 

宗
教
へ
の
視
座
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
、
二
五
―
五

  絶対と相対の関係 超越の問題 

 仏 教 無我と自我の関係 無我・空観の認識と実践 

  →  [真我の覚醒] 

キリスト教 神と人間の関係 超越神への信仰 

 → [霊性の再認]  

神 道  神（霊）と人（霊止）の関係 本有する神性の自覚 

 → [直霊の開顕] 

 

 【図⒋ 宗教における絶対と相対の関係、超越の問題】 
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〇
頁
。 

５ 
 
 

中
村 
元
・
福
永
光
司
ほ
か
編
『
岩
波 

仏
教
辞
典
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
、
九
八
二
頁
。 

 

６ 
 
 

中
村 

元
編
『
自
我
と
無
我
』
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
三
年
）
、
一
―
一
四
二
頁
。 

７ 
 
 

上
田
閑
照
『
人
類
の
知
的
遺
産 

21 

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』(

講
談
社
、
一
九
八
三
年)

、
三
八
五
―

三
八
九
頁
。 

８ 
 
 

Jam
e
s H

astin
g

s(e
d

.), E
n

cyclo
p

a
ed

ia
 o

f R
e
lig

io
n

 a
n

d
 E

th
ics, v

o
l. 1

1
, T

. &
 T

. C
L

A
R

K
, 1

9
2

0
, 

 

p
p

. 7
8

4
-7

8
5

. 

ち
な
み
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
はrū

a
h

は
三
七
八
回
登
場
し
、
(1)
の
意
味
で
一
三
一
回
、

 (2)

の
意
味
で
三
九
回
、
(3)
の
意
味
で
七
四
回
、
(4)
の
意
味
で
一
三
四
回
出
て
く
る
。 

９ 
 
 

 

金
子
晴
勇
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
像
』
（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
二
年
）
、
五
七
―
六
一
頁
。 

１
０ 

 
 

鈴
木
重
道
編
『
本
田
親
徳
全
集
』
（
八
幡
書
店[

山
雅
房] 

、
一
九
八
三[

一
九
七
六]

年
）
、
六
三
頁
。 

１
１ 

 
 

 

鈴
木
重
道
『
本
田
親
徳
研
究
』
（
八
幡
書
店[
山
雅
房] 

、
二
〇
〇
〇[

一
九
七
七]

年
）
、
六
六
頁
。 

１
２ 

 
 

鈴
木
重
道
編
『
本
田
親
徳
全
集
』
、
三
六
頁
。 

１
３ 

 
 

 

鈴
木
重
道
編
『
本
田
親
徳
全
集
』
、
三
六
頁
。 

１
４ 

 
 

 

鈴
木
重
道
編
『
本
田
親
徳
全
集
』
、
四
六
頁
。 

１
５ 

 
 

鈴
木
重
道
編
『
本
田
親
徳
全
集
』
、
三
七
二
頁
。 

１
６ 

 
 

鈴
木
重
道
編
『
本
田
親
徳
全
集
』
、
三
九
頁
。 

１
７ 

 
 

棚
次
正
和
「
神
道
へ
の
接
近─

祭
り
を
通
路
と
し
て─

」
、
山
口
恵
昭
・
西
尾
秀
生
編
『
宗
教
の
哲
学
的

理
解
』
（
昭
和
堂
、
一
九
九
二
年
）
、
一
八
〇
―
二
一
七
頁
。 

 


