
1
「
心
身
問
題
」が
含
む
問
題

1-

1
　
心
身
分
離
と
心
身
統
合
、心
身
の
根
底
に
あ
る
も
の

心
身
問
題
と
は
、
心
と
身
体
の
関
係
を
探
究
す
る
問
題
で

あ
る
が
、
こ
の
心
身
問
題
自
体
に
既
に
一
種
の
問
題
が
含
ま

れ
て
い
る
。﹁
心
身
問
題
」
が
含
む
問
題
と
は
、
心
身
関
係
を

尋
ね
る
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
先
行
理
解
が
前
提
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
い
て
い
、
心
身
関
係
は
、
一
元

論
的
に
捉
え
ら
れ
る
か
、
二
元
論
的
に
捉
え
ら
れ
る
か
で
あ

る
。
一
元
論
的
な
立
場
に
は
、
三
界
は
唯
心
の
所
現
と
見
る

仏
教
の
唯
識
思
想
の
よ
う
に
、
心
の
み
実
在
す
る
と
す
る
唯

心
論
・
観
念
論
と
、
脳
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
動
が
心
の
働
き

を
生
み
出
す
と
す
る
唯
脳
論
の
よ
う
に
、
物
質
的
身
体
の
働

き
を
基
礎
に
置
く
唯
物
論

︱
近
年
で
は
物
理
主
義

physicalism

と
も
呼
ぶ

︱
が
あ
る
。
ま
た
、
二
元
論
的
な

立
場
に
は
、
心
身
双
方
向
の
因
果
的
作
用
を
認
め
る
心
身
二

元
論
︵dualism

デ
カ
ル
ト
な
ど
︶、
心
身
間
の
相
互
作
用
を
認

め
な
い
心
身
並
行
論
︵parallelism

ス
ピ
ノ
ザ
な
ど
︶、
ま
た
身

体
か
ら
心
へ
の
因
果
的
作
用
の
み
を
認
め
る
随
伴
現
象
論

︵epiphenom
enalism

ラ
・
メ
ト
リ
ほ
か
︶
な
ど
が
あ
る
。

近
年
の
顕
著
な
傾
向
は
、
神
経
科
学
や
認
知
科
学
の
研
究

成
果
を
受
け
て
、
心
身

0

0

問
題
が
心
脳

0

0

問
題
に
置
き
換
え
ら
れ

て
探
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
論
調
は
、

心
や
意
識
は
脳
の
物
理
化
学
的
過
程
か
ら
生
ま
れ
る
と
す
る

唯
物
論
的
色
彩
が
強
い
も
の
で
あ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
チ

ァ
ー
マ
ー
ズ
が
提
起
し
た
よ
う
な
意
識
のhard problem

︵
脳

の
物
理
的
過
程
か
ら
主
観
的
な
意
識
経
験
︹
ク
オ
リ
ア
︺
が
い
か

に
し
て
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
難
問1

︶
と
か
、harder problem

︵
こ
の
私
は
な
ぜ
私
な
の
か
と
い
う
自
己
同
一
性
を
巡
る
さ
ら
な

る
難
問
︶
に
取
り
組
む
こ
と
な
く
、
大
方
の
研
究
者
は
、
意

識
のeasy problem

︵
脳
の
物
理
的
過
程
を
踏
ま
え
て
意
識
の
働

き
を
解
明
す
る
問
題
︶
に
専
念
す
る
た
め
、
意
識
の
働
き
を
脳

の
過
程
に
還
元
す
る
唯
脳
論
が
、
必
然
的
に
こ
の
分
野
の
主

流
を
形
成
す
る
。

こ
の
よ
う
な
近
年
の
研
究
動
向
に
図
ら
ず
も
一
石
を
投
じ

る
結
果
と
な
っ
た
の
は
、
脳
神
経
外
科
学
の
医
師
エ
ベ
ン
・

ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
の
臨
死
体
験
で
あ
る
。
感
染
経
路
不
明
の

大
腸
菌
性
髄
膜
炎
に
罹
患
し
た
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
は
、
心
停

止
し
た
の
み
な
ら
ず
脳
の
高
次
機
能
も
停
止
し
た
七
日
間
に
、

極
め
て
明
瞭
で
清
澄
な
非
日
常
的
な
体
験
を
し
た2

。
こ
の
臨

死
体
験
は
、
脳
の
物
理
化
学
的
過
程
が
心
的
過
程
を
生
み
出

す
と
い
う
仮
説
に
対
す
る
有
力
な
反
証
に
な
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
心
身
問
題
に
は
暗
黙
の

前
提
が
含
ま
れ
て
い
る
問
題
が
あ
る
。
人
間
存
在
を
﹁
心
」

と
﹁
身
︵
脳
︶」
に
二
分
し
た
上
で
、
心
身
︵
心
脳
︶
の
二
者

関
係
を
捉
え
た
り
、
心
身
︵
身
心
︶
を
全
体
的
に
一
如
と
見

た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
二
分
法
を
踏
ま
え
た

上
で
、
二
を
い
か
に
関
係
づ
け
る
か
、
あ
る
い
は
一
と
見
な

す
か
と
い
う
説
明
が
後
付
け
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
心
身
が

一
体
で
あ
り
な
が
ら
、
二
に
も
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、
経
験

的
実
感
に
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
心
身
問
題
が
二
分
法
を
前

提
と
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
極
め
て
自
然
な
思
考
法
で
あ

る
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
心
身
問
題
が
暗
黙
に
含
む
二
分
法
に
つ
い
て
は
、

心
は
身
体
を
離
れ
て
も
存
在
す
る
と
見
る
か
、
心
は
身
体
と

一
つ
で
あ
る
と
見
る
か
で
、
見
解
が
分
か
れ
る
。
前
者
は
﹁
心

身
分
離
説
」、
後
者
は
﹁
心
身
統
合
説
」
と
呼
べ
よ
う
。
西
洋

世
界
で
は
心
身
分
離
を
原
理
と
す
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム ︵
ギ
リ
シ
ア

心
身
問
題
と
魂
の
死
後
存
続

―
ベル
ク
ソ
ン
の
哲
学
的
思
索
を
手
引
き
に
し
て

第
三
部
❖
身
心
変
容
の
哲
学

棚
次
正
和

京
都
府
立
医
科
大
学
大
学
院
教
授
／
宗
教
哲
学
・
祈
り
研
究
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思
想
︶
と
、
心
身
統
合
の
生
き
た
人
間
を
重
視
す
る
ヘ
ブ
ラ

イ
ズ
ム
︵
ユ
ダ
ヤ
思
想
︶
と
の
対
立
が
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、

プ
ラ
ト
ン
は
﹃
パ
イ
ド
ン
﹄
の
中
で
、
死
を
恐
れ
ず
に
従
容

と
し
て
毒
杯
を
仰
ぐ
師
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
次
の
よ
う
に
語
ら

せ
て
い
る
。﹁
思
惟
が
最
も
見
事
に
働
く
の
は
、
魂
が
聴
覚
、

苦
痛
、
快
楽
と
い
っ
た
肉
体
的
な
も
の
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
肉
体
を
離
れ
て
出
来
る
だ
け
魂
に
な
っ
て
、
肉
体
と

の
協
力
も
接
触
も
出
来
る
だ
け
拒
み
、
も
の
の
真
実
を
追
究

す
る
時3

」
で
あ
る
。
死
は
﹁
肉
体
か
ら
の
魂
の
解
放
と
離
脱
」

で
あ
る
か
ら
、
真
に
哲
学
す
る
こ
と
は
﹁
平
然
と
し
て
死
ぬ

こ
と
を
訓
練
す
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
﹁
肉
体
か

ら
の
魂
の
解
放
と
離
脱
」
を
目
指
す
思
想
は
、
心
身
分
離
説

の
代
表
で
あ
ろ
う
。
形
相
︵eidos

魂
︶
は
、
質
料
︵hyle

身

体
︶
な
し
で
も
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。

他
方
、﹃
旧
約
聖
書
﹄
に
お
け
る
人
類
誕
生
に
ま
つ
わ
る
二

カ
所
の
記
述
︱
一
つ
は
﹁
創
世
記
」
第
一
章
第
二
六
節
の

﹁
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

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
は
自
分
の
か
た
ち
に
人
を
創

造
さ
れ
た
。」
と
い
う
箇
所
、
も
う
一
つ
は
﹁
創
世
記
」
第
二

章
第
七
節
の
﹁
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
」
と
い
う
箇
所
︱
に
従
え
ば
、
人
類
は
﹁
神
の

像
と
似
姿
」
と
﹁
土
の
ち
り
に
命
の
息
」
と
い
う
二
重
の
仕

方
で
創
造
さ
れ
た
。
前
者
が
霊
的
次
元

0

0

0

0

の
創
造
だ
と
す
れ
ば
、

後
者
は
心
身
統
合
態

0

0

0

0

0

の
創
造
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
が
、
土

の
塵
に
命
の
息
が
吹
き
込
ま
れ
て
﹁
生
き
た
人
間
」
と
な
っ

た
と
い
う
人
間
観
は
、
心
身
統
合
説
の
典
型
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
形
相
︹
命
の
息
︺
は
質
料
︹
土
の
塵
︺
と
合
体
し

て
初
め
て
、﹁
生
き
た
人
間
」
が
成
立
す
る
。

こ
う
し
た
﹁
心
身
分
離
説
」
と
﹁
心
身
統
合
説
」
は
、
世

界
中
到
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
心
身
観
の
二
類
型
だ
と
推
察

さ
れ
る
が
、
こ
の
両
説
は
、
じ
つ
は
必
ず
し
も
排
斥
し
合
う

関
係
に
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
心
身
が
二
つ
に
分
離
し
た

後
、
心
が
別
の
微
細
な
身
体
を
ま
と
う
︱
よ
り
正
確
に
は
、

微
細
な
身
体
を
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
が
顕
わ
と
な
る
︱
と

考
え
れ
ば
、
両
説
は
矛
盾
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
心
身
問
題

に
は
心
身
を
二
分
す
る
暗
黙
の
前
提
が
既
に
横
た
わ
っ
て
い

る
の
で
、
心
身
問
題
の
本
当
の
問
題

0

0

0

0

0

は
、
そ
の
二
分
法
自
体

の
是
非
を
同
時
に
問
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
経
験
的
実
感
に
最
も
近
い
心
身
相
関
的
な
二
元
論
は
、

理
論
的
な
不
備
を
抱
え
込
ん
で
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

心
身
相
関
が
成
り
立
つ
根
拠
が
何
で
あ
る
か
不
明
で
あ
り
、

ま
た
心
身
相
関
に
お
い
て
自
己
超
越
・
自
己
実
現
が
遂
行
さ

れ
る
方
向
性
が
曖
昧
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
が
解

決
策
を
示
せ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
思
考
す
る
精
神

と
延
長
を
持
っ
た
身
体
が
合
一
す
る
理
由
が
説
明
不
可
能
で

あ
る
。
延
長
な
き
精
神
が
延
長
あ
る
身
体
と
つ
な
が
る
接
点

は
、
原
理
上
ど
こ
に
も
な
い
。
非
延
長
的
な
精
神
は
、
延
長

的
な
身
体
の
中
に
局
在
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
そ
の
必

要
も
な
い
。
つ
ま
り
、
精
神
は
身
体
の
ど
こ

0

0

に
も
な
い

0

0

が
、
確

か
に
あ
る

0

0

の
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
を
い
か
に
理
解
す
れ
ば
い

い
の
か
。
説
明
を
要
す
る
の
は
、
人
間
は
い
か
な
る
構
造
や

次
元
を
有
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
、
心
身
関
係

0

0

0

0

よ
り
も
人
間
の
存
在
構
造

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で

あ
る
。

1-

2
　
用
語
の
混
乱

と
こ
ろ
で
、
本
論
の
表
題
に
あ
る
﹁
魂
」
を
は
じ
め
と
し

て
、
人
間
の
精
神
活
動
や
そ
の
本
体
を
指
す
用
語
は
、
必
ず

し
も
厳
密
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
霊
、

霊
性
、
霊
魂
、
魂
、
心
、
心
霊
、
心
魂
、
心
性
、
心
理
、
精

神
な
ど
は
、
国
語
辞
典
を
繙
い
て
も
厳
密
な
意
味
は
つ
か
め

な
い
。
ち
な
み
に
、
手
元
の
﹃
岩
波
国
語
辞
典 

第
三
版
﹄
に

よ
れ
ば
、
霊
は
﹁
肉
体
に
宿
っ
て
肉
体
を
支
配
す
る
働
き
を

も
つ
も
の
。
肉
体
を
離
れ
た
人
間
の
精
神
的
本
体
。
た
ま
し

い4

」、
霊
魂
は
﹁
肉
体
と
は
別
の
、
し
か
し
肉
体
に
も
宿
っ
て

諸
活
動
を
支
配
し
、
死
後
も
滅
び
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、
精

神
的
実
体
。
た
ま
し
い5

」、
魂
は
﹁
身
体
に
宿
っ
て
心
の
働
き

を
つ
か
さ
ど
る
と
さ
れ
る
も
の
。
古
来
、
肉
体
か
ら
独
立
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
た6

」、
心
は
﹁
体
に
対
し
︵
し
か
も
体
の

中
に
宿
る
も
の
と
し
て
の
︶
知
識
・
感
情
・
意
志
な
ど
の
精
神

的
な
働
き
の
も
と
に
な
る
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
。
ま
た
、
そ

の
働
き7

」、
心
霊
は
﹁
肉
体
を
離
れ
て
も
存
す
る
と
考
え
た
場

合
の
、
心
の
本
体
。
魂8

」、
心
魂
は
﹁
た
ま
し
い
。
精
神9

」、
心

性
は
﹁
こ
こ
ろ
。
精
神10

」、
心
理
は
﹁
心
の
働
き
。
意
識
の
状

態
・
変
化11

」、
精
神
は
﹁
人
間
の
心
。
非
物
質
的
・
知
的
な
働

き
を
す
る
と
見
た
場
合
の
心12

」
と
あ
る
。

霊
、
霊
魂
、
魂
、
心
、
精
神
な
ど
は
、
要
す
る
に
、
肉
体

に
宿
り
な
が
ら
肉
体
か
ら
独
立
し
う
る
人
間
の
精
神
活
動
と

そ
の
本
体
と
了
解
さ
れ
て
い
る
が
、
相
互
に
意
味
が
重
な
る

た
め
に
、そ
の
語
に
固
有
の
意
味
内
容
が
明
確
で
は
な
い
。
こ

の
曖
昧
な
言
語
使
用
に
起
因
す
る
混
乱
に
は
、
漢
字
の
移
入

や
外
国
語
の
翻
訳
の
問
題
も
絡
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。
た

と
え
ば
、spirit

―soul, esprit

―âm
e, G

eist

―Seele

と
い
う
広
義

の
精
神
活
動
に
関
す
る
二
語
の
セ
ッ
ト
を
翻
訳
す
る
場
合
、

霊
―魂
、
精
神
―魂
、
精
神
―心
、
霊
性
―霊
魂
、
魂
―心
、
心

霊
―心
な
ど
、
ま
ち
ま
ち
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
にm

ind, 
heart ︵coeur, H

erz

︶
が
加
わ
れ
ば
、
紛
糾
の
度
は
さ
ら
に
増

す
。
精
神
活
動
を
指
す
用
語
の
曖
昧
さ
は
、
身
体
の
認
識
に

も
混
乱
や
先
入
見
を
招
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
上
述
し
た

よ
う
な
心
身
問
題
と
い
う
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
再
考
す
る
に
際
し
て
、
以

下
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
的
思
索
に
考
察
の
手
が
か
り

を
求
め
て
み
た
い
と
思
う
。
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2
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
帰
趨
す
る
と
こ
ろ

―
魂
の
死
後
存
続

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
が
、
一

九
〇
六
年
か
ら
一
九
四
一
年
ま
で
の
間
に
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク

ソ
ン
と
交
わ
し
た
対
話
を
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
が
、﹃
ベ
ル

ク
ソ
ン
と
の
対
話
﹄︵Entretiens avec Bergson, 1959

︶
で
あ
る
。
そ

の
中
に
個
人
の
死
後
存
続
︵la survie personnelle

︶
に
関
し
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
点
に
収
斂
す
る
三
つ
の
証
拠
を
挙
げ
た
話

が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
は
神
秘
家
の
経
験
で
す
。
今
か
ら
来
世
に
参
与
し

て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
来
世
を
け
っ
し
て
排
除
す
る
の

で
は
な
く
、
た
だ
そ
こ
に
既
に
い
る
の
で
す
。
第
二
は
意

識
、
つ
ま
り
、
現
世
か
ら
脳
を
無
限
に
溢
れ
て
い
る
魂
で

す
。
こ
れ
は
﹃
物
質
と
記
憶
﹄
の
帰
結
で
す
。
最
後
に
第

三
に
心
霊
科
学
が
、
肉
体
の
目
で
見
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

よ
っ
て
、
死
後
存
続
の
低
位
部
分
の
な
に
も
の
か
を
知
覚

さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
死
後
存
続
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
証
言
は
、
今
日
の
人
間
に
と
っ
て

重
み
を
も
つ
唯
一
の
も
の
で
す13

。︵
一
九
三
二
年
四
月
三
日
︶

三
つ
の
証
拠
と
は
、
神
秘
家
の
神
秘
体
験
、
哲
学
的
思
索

の
帰
結
、
そ
し
て
心
霊
科
学
の
報
告
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ

の
列
挙
順
か
ら
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
神

秘
家
の
証
言
を
最
も
重
視
し
て
い
る
。
神
秘
家
た
ち
が
真
理

を
語
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
彼
ら
の
そ

れ
ぞ
れ
独
自
で
特
異
な
経
験
の
間
に
存
在
す
る
符
合
一
致
に

見
出
し
て
い
た14

。
こ
の
符
合
一
致
に
信
頼
を
寄
せ
る
の
を
拒

め
ば
、
学
問
全
体
が
崩
壊
す
る
と
さ
え
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、

神
秘
家
は
魂
の
死
後
存
続
︵survivance de l ’âm

e

︶
や
不
滅
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
に
も
僅
か
し
か
書
き
記
し
て
い
な
い
こ
と

に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
驚
い
た
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
﹁
神
と
一

体
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
神
に
お
い
て
生
き
、
神
に
お
い
て

彼
岸
と
交
渉
を
持
っ
て
い
る15

」
た
め
に
、
彼
ら
に
は
そ
れ
が

光
の
如
き
明
証
さ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
気
づ
い
た
と
い

う
。
さ
ら
に
、﹁
彼
岸
に
対
す
る
熱
烈
な
信
仰
は
人
類
を
変
え

る
も
の
だ
と
信
じ
ま
す
」
と
い
う
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
の
言
葉
に
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
﹁
君
の
言
う
こ
と
に
全
面
的
に
賛
同
し
ま
す
。

宗
教
生
活
へ
の
復
帰
の
み
が
人
類
を
焦
眉
の
危
急
か
ら
救
う

こ
と
が
で
き
ま
す16

」
と
応
え
て
い
る
。
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
挙
げ
た
順
序
に
従
っ
て
、
三
つ
の
証
拠
に
関
す
る
彼
の
見

解
を
も
う
少
し
子
細
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

2-

1
　
神
秘
家
の
神
秘
的
経
験

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
神
秘
家
の
体
験
や
神
秘
主
義
に
関
心
を
抱

き
始
め
た
の
は
一
九
〇
八
年
頃
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、﹃
創

造
的
進
化
﹄︵
一
九
〇
七
年
︶
を
出
版
し
た
翌
年
、
彼
が
四
九

歳
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、﹃
道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源

泉
﹄︵
一
九
三
二
年
、
以
下
﹃
二
源
泉
﹄、
あ
る
い
はD

S.

と
略
記
、

数
字
は
頁
数17

︶
ま
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
四
半
世
紀
の
間
、
二
つ

の
論
文
集
の
出
版
︱
﹃
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹄︵
一
九
一
九

年
︶、﹃
思
想
と
動
く
も
の
﹄︵
一
九
三
四
年
、
以
下PM

. 

と
略

記
︶

︱
以
外
は
沈
黙
を
守
っ
た
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
経
験
と
推
論
以
外
の
真
理
の
出
所
を
認

め
ず
、
何
よ
り
も
哲
学
の
方
法
の
確
立
に
腐
心
し
て
い
た
が
、

哲
学
的
思
索
を
進
め
る
過
程
で
、
神
秘
家
に
よ
る
非
日
常
的

経
験
の
哲
学
的
価
値
を
問
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
宗
教
伝
統
を
異
に
す
る
神
秘
家
た
ち
の
証
言
が
符

合
一
致
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、
彼
ら
の
証
言
を
哲
学
的
思
惟

の
有
力
な
補
助
線

0

0

0

︵lignes auxiliaires

︶
と
し
て
利
用
す
べ
き
こ

と
を
説
く
に
至
っ
た
。
日
常
的
経
験
や
哲
学
的
思
惟
だ
け
で

は
届
か
な
い
認
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
神
秘
家
た
ち
の
証

言
を
事
実
の
線
分

0

0

0

0

0

と
見
な
し
た
。
個
々
の
経
験
的
事
実
を
線

分
に
な
ぞ
ら
え
、
一
本
一
本
の
線
分
は
十
分
な
長
さ
を
持
た

ぬ
た
め
に
、
単
に
真
理
の
方
向
し
か
指
し
示
さ
な
い
と
見
立

て
た
。
測
量
技
師
な
ら
、
直
接
足
を
運
べ
な
い
地
点
へ
の
距

離
を
測
る
た
め
に
は
、
到
達
可
能
な
二
地
点
か
ら
当
該
地
点

へ
方
向
鏡
照
準
を
つ
け
る
﹁
交
会
測
量
法
︵m

éthode de 

recoupem
ent

︶」
を
採
る
は
ず
で
あ
る
。
普
通
人
に
は
経
験
さ

れ
な
い
稀
有
な
神
秘
的
経
験
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
様
々
な

神
秘
家
の
証
言
︹
事
実
の
線
分
︺
が
指
し
示
す
方
向
を
比
較
・

検
討
し
な
が
ら
相
互
に
照
合
さ
せ
る
交
会
測
量
法
に
よ
っ
て

測
定
す
る
他
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ

形
而
上
学
を
決
定
的
に
進
歩
さ
せ
う
る
唯
一
の
方
法
で
あ
り
、

そ
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
が
漸
次
蓄
積
さ
れ
て
、
次

第
に
蓋
然
性
の
度
合
い
を
増
し
て
ゆ
く
知
識
に
到
達
す
る

﹁
経
験
的
な
形
而
上
学
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

神
秘
的
経
験
︵expérience m

ystique

︶
と
い
え
ど
も
、
神
秘

家
に
よ
る
経
験
的
事
実
に
違
い
な
い
。
し
か
し
神
秘
的
経
験

が
そ
れ
単
独
で
決
定
的
に
確
実
な
真
理
を
哲
学
者
に
も
た
ら

す
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
客
観
的
価
値
を
持
ち
う
る
た
め

に
は
、
哲
学
や
科
学
が
依
拠
す
る
客
観
的
な
経
験
と
妥
当
な

推
論
に
よ
っ
て
、
そ
の
種
の
経
験
の
可
能
性
や
蓋
然
性
が
保

証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
力
説
す
る
の
は
、
神

秘
的
経
験
と
哲
学
的
思
惟
と
の
相
互
補
強
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
方
で
神
秘
的
経
験
は
通
常
の
経
験
を
超
え
た
実
在
の
深
み

を
哲
学
に
提
供
し
、
他
方
で
哲
学
は
思
惟
の
客
観
性

0

0

0

0

0

0

を
神
秘

的
経
験
に
投
げ
返
す
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

︵D
S.263-265

︶。

そ
れ
に
し
て
も
、
神
秘
的
経
験
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ

う
な
経
験
を
指
す
の
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ

ズ
編
﹃
宗
教
・
倫
理
百
科
事
典
﹄
の
﹁
神
秘
主
義
」
の
項
に

は
、﹁
神
と
の
直
接
的
交
渉
の
第
一
次
的
経
験
と
、
絶
対
的
実

在
と
の
魂
の
可
能
な
合
一
に
つ
い
て
の
神
学
的
形
而
上
学
的

教
説
の
双
方
を
含
む
」
が
、
前
者
を
神
秘
的
経
験
︵m

ystical 
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experience

︶
と
呼
び
、
後
者
を
神
秘
主
義
︵m

ysticism

︶
の
名

で
示
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る18

。
ま
た
、﹃
宗
教
学
辞
典
﹄
の

﹁
神
秘
主
義
」
の
項
に
は
、﹁
神
、
最
高
実
在
、
あ
る
い
は
宇

宙
の
究
極
根
拠
な
ど
と
し
て
考
え
ら
れ
る
絶
対
者
を
そ
の
絶

対
性
の
ま
ま
に
自
己
の
内
面
で
直
接
に
体
験
し
よ
う
と
す
る

立
場
、
そ
し
て
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
自
己
が
真
実
の
自
己
に

な
る
と
す
る
立
場19

」
と
さ
れ
、
そ
の
体
験
の
特
徴
と
し
て
直

接
性
・
不
可
説
性
・
内
面
性
・
受
動
性
・
生
命
性
・
主
体
性

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
神
秘
家
の
宗
教
的
文
化
的
背
景

は
多
種
多
様
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
証
言
は
驚
く
ほ
ど
内
面

的
に
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、﹁
神
秘
的
経
験
」
の
特
徴

に
つ
い
て
は
共
通
認
識
が
あ
る
が
、
歴
史
的
な
教
説
と
し
て

の
﹁
神
秘
主
義
」
に
関
し
て
は
評
価
が
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
神
秘
家
や
神
秘
主
義
に
関
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身

は
、
ど
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
た
の
か
。
　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、﹁
真
の
神
秘
主
義
」
を
﹁
生
の
躍
動
︵élan 

vital

︶」
と
の
関
係
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、﹁
そ
れ
の
位
置
は
、
物
質
中
を
貫
い
て
放
出
さ
れ
た

精
神
の
本
流
が
、
お
そ
ら
く
達
し
よ
う
と
望
み
な
が
ら
現
実

に
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
地
点
に
あ
る
」︵D

S.226

︶。
つ
ま

り
、
神
秘
主
義
を
人
類
の
進
化
し
た
状
態
の
先
取
り
と
見
な

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
秘
家
は
各
々
が
独
自
の
霊
性
を
体

現
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
出
現
の
つ
ど
﹁
唯
一
の
個
体
か
ら

成
る
新
し
い
種
の
創
造
」︵D
S.97

︶
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
　 

神
秘
家
と
神
秘
主
義
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
基
本
理
解

は
、
さ
ら
に
以
下
の
二
つ
の
言
葉
か
ら
探
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、﹁
偉
大
な
神
秘
家
と
は
人
間
種
の
物
質
性
の
ゆ
え
に

指
定
さ
れ
た
様
々
な
制
限
を
乗
り
越
え
、
神
の
働
き
を
続
け
、

か
く
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に
先
へ
伸
ば
し
て
ゆ
く
よ
う
な
個
性

だ
ろ
う︵Le grand m

ystique serait une individualité qui franchirait 

les lim
ites assignées à l ’espèce par sa m

atérialité, qui continuerait et 

prolongerait ainsi l ’action divine.

︶」︵D
S.233

︶
と
い
う
言
葉
A

で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、﹁
そ
れ
［
完
全
な
神
秘
主
義
］
は
行

為
で
あ
り
、
創
造
で
あ
り
、
愛
で
あ
ろ
う︵C

elui-ci serait action, 

création, am
our.

︶」︵D
S.238

︶［
括
弧
内
は
筆
者
の
補
足
］
と
い

う
言
葉
B
で
あ
る
。﹃
二
源
泉
﹄
の
中
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
神

秘
主
義
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
東
洋
︵
特
に
イ
ン
ド
︶
と
キ
リ
ス

ト
教
の
三
つ
に
分
け
て
考
察
す
る
が
、
神
秘
主
義
の
極
致
を

﹁
生
が
顕
わ
に
し
て
い
る
創
造
的
努
力
と
触
れ
合
う
こ
と
、
し

た
が
っ
て
ま
た
こ
の
努
力
と
部
分
的
に
一
つ
と
な
る
こ
と
」

︵D
S.233

︶
に
見
る
立
場
か
ら
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
︱
そ
の

哲
学
的
発
展
の
頂
点
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
︱
で
は
、
脱
我
や

観
照
に
止
ま
っ
て
行
動
へ
と
展
開
し
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
人

間
の
意
志
が
神
の
意
志
と
一
つ
に
な
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た

点
で
不
完
全
と
見
な
さ
れ
る
。
ま
た
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
仏

教
な
ど
が
高
揚
し
た
言
葉
で
慈
悲
を
薦
め
な
が
ら
も
、
躍
動

不
足
で
運
動
が
﹁
中
途
で
停
止
し
て
、
人
間
的
生
は
離
れ
な

が
ら
も
神
的
生
に
は
届
か
ず
、
二
つ
の
活
動
の
中
間
で
無
の

眩
暈
の
内
に
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
た
め
」︵D

S.238

︶、
魂

が
躓
く
可
能
性
が
あ
る
と
危
惧
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
完
全

な
神
秘
主
義
は
、
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
や
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
ー
ナ

ン
ダ
に
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
始
動
さ
せ
た
の
は
、
他
な

ら
ぬ
西
欧
の
産
業
文
明
で
あ
り
、
西
欧
起
源
の
機
械
技
術
の

導
入
に
よ
る
組
織
や
制
度
の
改
革
を
通
し
て
初
め
て
厭
世
思

想
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
見
て
い
る
。
　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
見
解
で
は
、
完
全
な
神
秘
主
義
が
実
現
さ

れ
た
の
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
を
引
き
継
い
だ
偉
大
な

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
、
た
と
え
ば
聖
パ
ウ
ロ
、
聖
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
、
聖
テ
レ
ジ
ア
、
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
ら
︱
ベ
ル
ク

ソ
ン
在
世
時
で
は
イ
エ
ス
の
マ
リ
ア
修
道
院
長
、
ラ
ザ
レ
派

僧
院
の
プ
ー
ジ
ェ
師
ら
︱
に
お
い
て
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
系

フ
ラ
ン
ス
人
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
完
成
さ
れ
た

姿
を
キ
リ
ス
ト
教
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
の
中
に
見
出
し

た
。
神
秘
家
の
言
動
は
見
神
体
験
や
脱
我
と
い
う
非
日
常
的

状
態
を
伴
う
が
ゆ
え
に
、
し
ば
し
ば
精
神
異
常
者
と
同
類
視

さ
れ
る
が
、
彼
ら
の
確
か
な
知
的
健
康
や
良
識
に
よ
っ
て
見

紛
う
こ
と
な
く
識
別
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
何
よ
り
も
彼
ら
自

身
が
そ
の
種
の
非
日
常
的
体
験
を
究
極
的
状
態
に
至
る
た
め

の
途
上
の
出
来
事
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
。

さ
て
、
言
葉
A
と
言
葉
B
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
神
秘
家
や
神
秘
主
義
を
前
著
﹃
創
造
的
進
化
﹄
で

提
示
し
た
﹁
生
の
躍
動
」
と
い
う
宇
宙
創
造
の
根
源
的
な
運

動
原
理
の
中
で
捉
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
人
間
が
生

物
種
で
あ
る
以
上
、
様
々
な
物
質
的
制
約
を
被
る
こ
と
は
不

可
避
だ
が
、
神
秘
家
は
そ
の
物
質
的
制
約
を
乗
り
越
え
て
神

の
意
志
と
一
体
と
な
っ
て
生
の
躍
動
を
さ
ら
に
先
へ
と
伸
ば

そ
う
と
す
る
。
彼
ら
が
位
置
す
る
の
は
、
ま
さ
に
﹁
精
神
の

本
流
が
、
お
そ
ら
く
達
し
よ
う
と
望
み
な
が
ら
現
実
に
は
到

達
で
き
な
か
っ
た
地
点
」、
つ
ま
り
生
の
進
化
運
動
を
先
取
り

し
た
地
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
類
の
彼
方
へ
の
跳
躍
と
し
て

﹁
唯
一
の
個
体
か
ら
成
る
新
し
い
種
の
創
造
」
と
言
え
る
も
の

だ
が
、
創
造
的
進
化
を
遂
げ
る
﹁
生
の
躍
動
」
は
、
神
秘
家

に
お
い
て
ペ
ル
ソ
ナ
の
要
素
を
鮮
や
か
に
体
現
さ
せ
る
。
言

葉
A
が
神
秘
主
義
を
進
化
運
動
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
た
の

に
対
し
て
、
言
葉
B
は
そ
の
﹁
生
の
躍
動
」
が
﹁
愛
の
躍
動
」

へ
と
根
源
的
に
転
調
・
変
容
し
た
次
元
を
指
す
も
の
と
解
さ

れ
る20

。
完
全
な
神
秘
主
義
の
証
と
さ
れ
た
﹁
行
為
」
と
﹁
創
造
」

と
﹁
愛
」
は
、﹁
神
の
意
志
と
の
合
一
」
と
い
う
究
極
的
状
態

が
有
す
る
力
動
性
の
三
局
面
と
理
解
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
ら

は
常
人
の
実
現
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
神
秘

家
は
、
人
間
的
制
約
を
克
服
し
た
超
人

0

0

で
あ
る
と
同
時
に
、
神

の
働
き
の
全
き
受
動
者
た
る
神
の
協
働
者

0

0

0

0

0

、
そ
れ
ゆ
え
小
さ

0

0

な
神
々

0

0

0

と
も
呼
ば
れ
う
る
存
在
で
あ
る
。

こ
の
脈
絡
に
お
い
て
﹁
行
為
︵action

︶」
の
対
概
念
と
想
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定
さ
れ
る
の
は
、﹁
観
照
︵theoria

︶」
で
あ
る
。
物
事
の
本
質

を
直
観
す
る
と
い
う
目
的
そ
れ
自
体
で
あ
る
﹁
観
照
」
は
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
で
は
最
高
の
精
神
活
動
と
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し

て
﹁
行
為
︵praxis

︶」
や
﹁
制
作
︵poiesis

︶」
は
、
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
下
位
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ
で
﹁
行
為
」
に
与
え
る

意
味
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
。
神
の
意
志
と

の
合
一
に
神
秘
主
義
の
極
致
を
見
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、﹁
観

照
」
は
主
知
主
義
的
な
態
度
、
あ
る
い
は
開
か
れ
つ
つ
あ
る

魂
の
態
度
で
あ
っ
て
、
い
っ
た
ん
は
身
を
起
こ
し
た
が
、
躍

動
不
足
の
ゆ
え
に
﹁
開
い
た
も
の
」
へ
は
超
出
で
き
ず
に
魂

が
知
性
の
平
面
に
落
ち
、
捨
て
去
っ
た
﹁
閉
じ
た
も
の
」
に

は
無
関
心
を
行
ず
る
態
度
に
す
ぎ
な
い
。
知
的
観
念
と
現
実

的
行
動
の
間
隙
を
跳
び
超
え
る
に
は
、
十
分
な
躍
動
力
が
不

可
欠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
行
為
に
対
す
る

観
照
の
優
位
を
逆
転
さ
せ
、
行
為
を
観
照
の
上
位
に
置
い
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
完
全
な
神
秘
主
義
は
、
何
よ
り
も

﹁
行
動
的
神
秘
主
義
︵m

ysticism
e agissant

︶」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
﹁
行
為
」
観
念
は
、
必
ず
し
も

一
様
で
は
な
い
。﹁
行
動
す
る
た
め
に
見
る
︵voir pour agir

︶」

と
言
わ
れ
る
日
常
的
認
識
、
お
よ
び
そ
れ
を
方
法
的
に
厳
密

化
さ
せ
た
科
学
的
認
識
は
、
行
動
の
観
点
か
ら
時
間
を
空
間

化
し
、
現
実
の
運
動
を
不
動
に
還
元
す
る
操
作
に
基
づ
い
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
事
の
本
質
を
洞
察
す
る
た
め
に
は
、

純
粋
に
﹁
見
る
た
め
に
見
る
︵voir pour voir

︶」
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
直
観
は
静
的
な
観
照
で
は
あ
り
え
ず
、
現
実

を
持
続
の
相
の
下
に

0

0

0

0

0

0

0

見
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、
動
的
な
現
実

を
捉
え
て
直
観
自
身
が
運
動
と
化
す
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
こ

そ
が
、﹁
見
る
た
め
に
行
動
す
る
︵agir pour voir

︶」
と
も
言

う
べ
き
行
動
的
神
秘
主
義
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
こ
の
境
位
で

は
、
観
照
は
行
為
に
連
動
し
て
、
い
わ
ば
観
照
的
行
為

0

0

0

0

0

の
境

位
が
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。

﹁
創
造
︵création

︶」
は
、﹃
二
源
泉
﹄
以
前
の
著
作
で
は
意

識
の
創
造
的
自
由
や
生
の
創
造
的
進
化
運
動
を
意
味
し
て
い

た
。﹃
二
源
泉
﹄
で
言
わ
れ
る
﹁
創
造
」
は
、
意
識
や
生
命
の

内
発
的
な
予
見
不
可
能
な
創
造
性
の
他
に
、
創
造
主
と
被
造

物
の
関
係
を
射
程
に
入
れ
た
宇
宙
進
化
論
的
な
視
野
の
拡
が

り
の
中
で
考
察
さ
れ
、
し
か
も
﹁
愛
」
の
原
理
と
結
び
つ
い

た
、
よ
り
い
っ
そ
う
根
源
的
な
地
平
で
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。

﹃
創
造
的
進
化
﹄
で
の
生
の
躍
動
の
﹁
中
心
」
が
、﹃
二
源
泉
﹄

で
は
創
造
主
た
る
﹁
神
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
神
は
﹁
愛

で
あ
り
、
愛
の
対
象
で
あ
る
」︵D

S.267

︶
こ
と
が
顕
わ
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
神
秘
家
を
焼
き
尽
く
す
﹁
愛
︵am

our

︶」

は
、
理
性
の
名
の
下
に
薦
め
ら
れ
る
同
胞
愛
で
も
、
本
能
的

感
情
に
根
ざ
す
家
族
愛
や
祖
国
愛
で
も
な
い
。
神
秘
家
の
人

類
愛
は
、
理
知
や
情
意
の
根
源
に
あ
る
愛
、
つ
ま
り
﹁
万
物

を
創
造
し
た
愛
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
﹁
愛
」
が
欲

す
る
こ
と
は
、﹁
神
の
佑
助
を
得
て
、
人
間
種
の
創
造
を
完
成

す
る
こ
と
」︵D

S.248

︶
で
あ
っ
て
、﹁
被
造
物

︱
種
と
し

て
の
人
間
︱
を
創
造
す
る
努
力
に
変
え
、
定
義
の
上
か
ら

停
止
と
決
ま
っ
た
も
の
を
運
動
に
変
え
よ
う
と
す
る
」

︵D
S.249

︶。
こ
う
し
て
、
宇
宙
の
創
造
原
理
た
る
﹁
生
の
躍

動
」
は
、
隠
さ
れ
て
い
た
実
相
、
す
な
わ
ち
﹁
愛
の
躍
動
」

の
次
元
へ
と
転
調
さ
れ
る
。
創
造
と
は
﹁
創
造
す
る
者
た
ち

を
創
造
し
、
神
の
愛
を
受
け
る
に
値
す
る
存
在
を
仲
間
と
し

給
う
神
の
御
業
」︵D

S.270

︶
で
あ
る
。
神
秘
家
が
示
唆
す
る

世
界
観
を
受
け
入
れ
る
と
き
、﹁
宇
宙
と
は
、
愛
と
愛
さ
ず
に

お
か
ぬ
要
求
と
の
可
視
的
で
可
触
的
な
側
面
に
す
ぎ
な
い
」

︵D
S.271

︶
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
宇
宙
論

的
展
望
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、﹁
創
造
力
」
に
し
て
か
つ
﹁
ペ
ル
ソ
ナ
」
で
あ
る
と

す
る
、
一
見
宥
和
し
難
い
二
項
を
含
む
神
観
を
可
能
な
ら
し

め
る
も
の
こ
そ
、﹁
愛
」
に
他
な
ら
な
い
。
創
造
原
理
が
非
ペ

ル
ソ
ナ
的
と
す
る
前
提
に
は
、
創
造
が
﹁
無
か
ら
の
創
造
」、

す
な
わ
ち
初
め
に
無
や
カ
オ
ス
が
あ
っ
て
後
で
存
在
や
秩
序

が
付
加
さ
れ
た
と
す
る
先
入
見
が
潜
ん
で
い
る
。
無
の
観
念

は
、
有
の
否
定
と
い
う
論
理
的
操
作
と
、
求
め
た
も
の
が
無

い
ゆ
え
の
失
望
と
い
う
心
理
的
契
機
を
隠
し
持
つ
た
め
に
、
有

の
観
念
よ
り
も
内
容
が
多
い
の
で
あ
る21

。
し
た
が
っ
て
、﹁
無

か
ら
の
創
造
」
の
考
え
を
放
棄
す
れ
ば
、
ペ
ル
ソ
ナ
も
進
化

運
動
の
最
先
端
で
見
出
さ
れ
る
特
性
で
は
な
く
、
既
に
宇
宙

開
闢
の
と
き
に
存
在
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
宇
宙
創
世

時
に
潜
在
す
る
﹁
超
意
識
」
の
想
定
や
、﹁
物
質
と
知
性
の
同

時
発
生
」︵PM

.230, 236

︶
に
関
す
る
仮
説
︱
意
識
の
緊
張

の
弛
緩
か
ら
物
質
の
発
生
を
説
く
仮
説
︱
は
、
ペ
ル
ソ
ナ

的
精
神
原
理
と
非
ペ
ル
ソ
ナ
的
物
質
原
理
の
峻
別
と
同
時
に
、

そ
の
両
者
の
相
互
浸
透
の
可
能
性
を
も
強
く
示
唆
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
　

神
秘
的
経
験
と
は
、
要
す
る
に
﹁
神
と
一
体
の
経
験
」
で

あ
り
、
神
の
臨
在
に
お
い
て
魂
が
歓
喜
に
包
ま
れ
る
経
験
で

あ
る
。
こ
の
表
現
自
体
が
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
観

を
前
提
し
て
お
り
、
第
一
次
的
な
経
験
と
い
う
よ
り
も
、
宗

教
的
解
釈
を
経
た
第
二
次
的
な
教
説
と
共
振
す
る
も
の
で
あ

る
。
も
う
少
し
一
般
化
し
て
、﹁
絶
対
と
の
統
一
の
経
験
」
と

言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
絶
対
と
は
、
生
滅
す
る
現
象
と

し
て
の
相
対
を
絶
し
た
実
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
相
対
と
関

わ
る
と
き
、
空
間
的
に
は
無
限
、
時
間
的
に
は
永
遠
と
仰
が

れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
神
秘
的
経
験
は
、
死
す
べ
き
人

間
が
不
死
な
る
生
命
を
自
覚
・
再
認
す
る
逆
説
的
経
験
と
な

る
。
何
よ
り
も
神
秘
家
自
身
が
、
こ
の
世
に
お
い
て
既
に
魂

の
永
生
を
自
証
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、﹁
心
身
問
題
」
の
探

究
は
、
神
秘
的
経
験
を
哲
学
的
思
索
の
補
助
線

0

0

0

と
す
る
こ
と

で
、﹁
魂
の
死
後
存
続
」
の
可
能
性
、
む
し
ろ
蓋
然
性
さ
え
考

え
う
る
地
平
へ
と
出
る
こ
と
に
な
る
。
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2
　
哲
学
的
思
索
の
帰
結

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
魂
の
死
後
存
続
に
関
す
る
証
拠
と
し
て
挙

げ
た
二
つ
目
は
、
彼
自
身
の
長
年
に
わ
た
る
哲
学
的
思
索
の

帰
結
で
あ
る
。
心
身
問
題
を
主
題
的
に
論
じ
た
の
は
、
著
書

﹃
物
質
と
記
憶
﹄︵M

atière et M
émoire, 1896, 

以
下M

M
.

と
略
記22

︶

で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
着
眼
し
た
の
は
、
心
理
と
生
理
の

関
係
、
す
な
わ
ち
心
身
の
相
互
作
用
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
記
憶
の
大
脳
局
在
問
題
に
凝
縮
さ
れ
、
最
終
的
に
は
言

葉
の
記
憶
︵
失
語
症aphasie
︶
の
問
題
に
帰
着
し
た
。

﹃
物
質
と
記
憶
﹄
で
は
、
心
身
問
題
が
精
神
と
物
質
の
接
合

点
で
あ
る
記
憶
力
、
と
り
わ
け
言
葉
の
聴
覚
的
記
憶
力
の
問

題
と
し
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
存

在
す
る
も
の
は
一
切
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
眼

前
に
開
か
れ
る
多
彩
な
形
像
も
、
意
識
に
浮
か
ぶ
多
様
な
心

像
も
、
す
べ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
観

念
論
者
が
表
象

0

0

と
呼
ぶ
も
の
以
上
だ
が
、
実
在
論
者
が
事
物

0

0

と
呼
ぶ
も
の
以
下
で
あ
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、﹁
事
物
と
表
象

の
中
間
的
存
在
」︵M

M
.5

︶
で
あ
る
。
観
念
論
が
物
質
を
精

神
の
内
部
に
移
し
、
実
在
論
が
事
物
を
認
識
主
観
の
外
に
置

く
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
物
質
的
対
象
を
そ
れ
自
体

で
存
在
し
、
し
か
も
我
々
が
認
め
る
ま
ま
の
精
彩
あ
る
姿
を

し
て
い
る
と
認
め
る
。
二
つ
の
極
論
を
捨
て
て
、
常
識
の
観

点
に
立
つ
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
一
切
イ
マ
ー
ジ
ュ

で
あ
り
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
常
に
互
い
に
作
用
を
受
け
た

だ
け
反
作
用
を
返
し
合
っ
て
い
る
。
受
け
た
作
用
と
返
さ
れ

る
反
作
用
の
間
に
は
恒
常
の
因
果
関
係
が
働
い
て
お
り
、
自

由
が
侵
入
す
る
余
地
は
な
い
。
宇
宙
の
全
現
象
の
相
互
作
用

は
、
こ
う
し
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
相
互
作
用
と
見
な
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
外
的
知
覚
の
み
な
ら
ず
内
的
感
情
に
よ
っ
て

も
知
ら
れ
る
特
殊
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
︵
つ
ま
り
宇
宙
︶
に
お
い
て
、
諸
々
の
イ
マ

ー
ジ
ュ
が
相
互
に
受
け
取
っ
た
作
用
を
必
然
的
な
仕
方
で
返

し
合
っ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
受
け
取
っ
た
作
用
の
返
し
方

を
あ
る
程
度
選
択
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
特
殊
な
イ

マ
ー
ジ
ュ
、
そ
れ
が
﹁
私
の
身
体
︵m

on corps

︶」
で
あ
る
。

知
覚
の
開
け
、
す
な
わ
ち
﹁
私
の
身
体
を
取
り
巻
く
諸
対
象

は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
私
の
身
体
の
可
能
的
行
動
︵l ’action 

possible de m
on corps

︶
を
反
射
し
て
い
る
」︵M

M
.16

︶
の
で

あ
り
、﹁
私
の
身
体
」
は
﹁
行
動
の
中
心
」
で
あ
る
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
、﹁
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
を
物
質
︵la m

atière

︶
と
呼

び
、
そ
の
同
じ
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
或
る
特
殊
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
す

な
わ
ち
私
の
身
体
の
可
能
的
行
動
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
場

合
に
は
、
こ
れ
を
物
質
の
知
覚
︵la perception de la m

atière

︶」

︵M
M

.17

︶
と
呼
ぶ
。
要
す
る
に
、﹁
物
質
」
と
﹁
物
質
の
知

覚
」
の
二
系
列
を
定
立
す
る
の
だ
が
、
こ
の
二
系
列
は
、
科

学
︵science

︶
と
意
識
︵conscience

︶
の
二
系
列
に
対
応
し
て

い
る
。﹁
精
神
と
物
質
」
の
問
題
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
の
視
点

か
ら
﹁
知
覚
と
物
質
」
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

次
い
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
認
識
の
主
観
性
を
構
成
す
る

記
憶
力
を
ひ
と
ま
ず
括
弧
に
入
れ
、﹁
純
粋
知
覚
︵perception 

pure

︶」
の
仮
説
を
提
出
す
る
。
そ
れ
は
﹁
現
在
の
内
に
没
入

し
て
あ
ら
ゆ
る
形
の
下
で
の
記
憶
力
を
除
去
し
、
物
質
に
つ

い
て
直
接
的
か
つ
瞬
間
的
直
観
を
獲
得
し
得
る
よ
う
な
知
覚
」

︵M
M

.31

︶
で
あ
り
、
非
人
格
的
な
知
覚
で
あ
る
。
物
質

0

0

と
物0

質
の
知
覚

0

0

0

0

の
隔
た
り
は
、
現
存

0

0

︵la présence

︶
と
表
象

0

0

︵la 
représence

︶
の
隔
た
り
で
あ
っ
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
表
象
は
、

じ
つ
は
そ
の
現
存
よ
り
も
少
な
い
。﹁
対
象
を
照
ら
し
出
す
の

で
は
な
く
、
反
対
に
対
象
の
若
干
の
側
面
を
闇
の
中
に
隠
し
、

対
象
そ
の
も
の
の
大
部
分
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
」︵M

M
.34

︶

に
よ
っ
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
表
象
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
ま
ず
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
と
し
て
の
物
質
世
界
全
体
に

権
利
上
は
位
置
し
て
い
て
、
そ
の
現
存
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の

減
少
と
し
て
知
覚

0

0

を
捉
え
返
す
の
で
あ
る
。﹁
私
の
身
体
」
は

現
実
的
行
動
の
形
で
物
質
世
界
の
必
然
の
リ
ズ
ム
に
時
間
的

遅
延
を
挿
入
す
る
と
同
時
に
、
可
能
的
行
動
の
形
で
周
囲
の

諸
対
象
を
利
害
関
係
に
応
じ
て
空
間
的
に
階
梯
づ
け
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
﹁
純
粋
知
覚
」
の
分
析
を
通
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

以
下
の
二
つ
の
結
論
に
導
か
れ
る
。
一
つ
は
、
脳
は
た
だ
行

動
の
道
具
で
あ
り
、
表
象
を
生
み
出
す
道
具
で
は
な
い
と
い

う
、
知
覚
に
お
け
る
脳
の
役
割
に
つ
い
て
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
、
純
粋
知
覚
に
お
い
て
我
々
は
外
的
事
物
の
実
在
性
に

触
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
結
論

は
直
接
的
な
検
証
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
、
今
度
は
検
証
可
能
な
﹁
記
憶
力
︵m

ém
oire

︶」
の

問
題
に
着
眼
し
、
純
粋
知
覚
の
理
論
に
二
つ
の
主
観
的
要
素

﹁
記
憶
力
」
と
﹁
感
情
」︵
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
現
実
に
内
面
か
ら
知

覚
す
る
こ
と
︶
を
組
み
入
れ
る
こ
と
で
、
身
体
に
拡
が
り

0

0

0

︵extension

︶
を
回
復
さ
せ
、
知
覚
に
持
続

0

0

︵durée

︶
を
取
り

戻
さ
せ
る
。

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
保
存
と
再
認
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
二
種
類
の
形
式
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ

る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
保
存
に
関
し
て
は
、﹁
習
得
さ
れ
た
記

憶
」︵
過
去
を
身
体
の
運
動
機
構
の
中
に
定
着
し
た
も
の
︶
と
﹁
自

発
的
記
憶
」︵
一
切
の
出
来
事
を
細
大
漏
ら
さ
ず
記
憶
イ
マ
ー
ジ

ュ
の
形
で
記
録
し
た
も
の
︶
が
区
別
さ
れ
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
再

認
に
つ
い
て
も
、﹁
自
動
的
再
認
」︵
記
憶
の
介
入
を
ま
た
ず
に

身
体
だ
け
で
行
な
う
再
認
︶
と
﹁
注
意
的
再
認
」︵
過
去
の
記
憶

イ
マ
ー
ジ
ュ
を
現
在
の
知
覚
的
運
動
の
中
で
把
握
し
直
す
再
認
︶

に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
再
認
の
疾
患
で
も
、
知
覚
と
随
伴

運
動
の
絆
の
破
壊
と
、
過
去
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
喚
起
不
能
の

二
種
類
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
者
で
は
自
動
的
注
意

0

0

0

0

0

の
感
覚
運
動
機
構

0

0

0

0

0

0

0

が
冒
さ
れ
、
後
者
で
は
有
意
的
注
意
の
表

0

0

0

0

0

0

0

象
機
構

0

0

0

が
冒
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
知
覚
さ
れ
た
イ
マ

ー
ジ
ュ
、
感
情
を
帯
び
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
す
べ
て
保
存
さ
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れ
て
い
る
。
こ
の
記
憶
の
全
体
的
保
存
と
い
う
着
想
は
、﹁
純

粋
記
憶
︵souvenir pur

︶」23

の
概
念
に
結
晶
化
す
る
。
そ
れ
は
、

物
質
の
一
部
を
な
す
﹁
純
粋
知
覚
」
の
対
極
に
位
置
す
る
精

神
の
深
奥
に
潜
む
実
体
的
基
盤
で
あ
る
。
こ
の
両
極
に
挟
ま

れ
て
生
を
照
ら
す
有
用
な
記
憶
が
想
起
さ
れ
て
﹁
運
動
図
式

︵schèm
e m

oteur
︶」
に
嵌
め
込
ま
せ
る
の
と
同
様
に
、
感
覚
的

知
覚
も
﹁
運
動
図
式
」
に
則
っ
て
身
体
的
運
動
を
準
備
さ
せ

る
生
へ
の
注
意

0

0

0

0

0

が
、
生
物
種
と
し
て
の
人
間
固
有
の
活
動
を

根
底
で
誘
導
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
な
哲
学
的
思
索
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
辿
り

着
い
た
結
論
は
、﹁
身
体
の
役
割
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮

者
が
楽
譜
に
対
し
て
行
な
う
よ
う
に
精
神
の
生
︵la vie de 

l ’esprit

︶
を
演
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
精
神
の
生
の
動
的
分
節
を

強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
脳
の
機
能
は
思
惟
す
る
こ
と
に
存

す
る
の
で
は
な
く
、
思
惟
が
夢
の
中
に
没
す
る
の
を
妨
げ
る

こ
と
に
存
す
る
。
脳
は
生
へ
の
注
意

0

0

0

0

0

の
器
官
︵l ’organe de 

l’attention à la vie

︶
で
あ
る
」︵PM

.80

︶
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
著
書
﹃
物
質
と
記
憶
﹄
以
外
に
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
心
身
論
を
主
題
的
に
考
察
し
た
論
考
は
、
少
な
く
と
も

二
つ
あ
る
。
一
つ
は
﹁
脳
と
思
考
︵Le cerveau et la pensée

︶

︱
一
つ
の
哲
学
的
錯
覚
」︵
一
九
〇
四
年
︶、
い
ま
一
つ
は

﹁
心
と
身
体
︵L

’âm
e et le corps

︶」︵
一
九
一
二
年
︶
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
、
論
文
集
﹃
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
︵L’énergie spirituelle

︶﹄

︵
一
九
一
九
年
、
以
下ES.

と
略
記24

︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

論
文
﹁
脳
と
思
考
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ

れ
る
。﹁
一
つ
の
脳
の
状
態
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
一

つ
の
決
ま
っ
た
心
理
状
態
が
導
か
れ
る
」
と
い
う
主
張
、
あ

る
い
は
﹁
意
識
は
脳
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
以
上
に
は

何
も
告
げ
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
一
般
に
心
身
並
行
論

︵parallélism
e

︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
哲

学
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
を
後
継
者
た
ち
が
極
端
に
ま

で
押
し
進
め
た
形
而
上
学
的
仮
説
に
す
ぎ
ず
、
哲
学
者
た
ち

が
そ
れ
以
外
の
解
答
を
用
意
し
な
か
っ
た
た
め
、
生
理
学
者

や
心
理
学
者
が
科
学
的
な
準
則
で
あ
る
か
の
ご
と
く
説
明
に

利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
心
身
並
行
論
は
、
一
つ
の
根

本
的
な
矛
盾
を
有
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
脳
と
思
考
の

関
係
を
説
明
す
る
際
に
、
観
念
論
︵idéalism

e

︶
で
あ
れ
、
実

在
論
︵réalism

e

︶
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
一
方
か
ら
他
方
へ
と

表
記
方
式
が
す
り
替
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る25

。

観
念
論
は
対
象
と
そ
の
変
化
を
﹁
表
象
︵représentation

︶」

と
し
て
扱
い
、
実
在
論
は
﹁
事
物
︵chose

︶」
と
し
て
扱
う
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
要
求
は
互
い
に
排
除
し
合
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
心
身
並
行
論
に
関
す
る
観
念
論
的
な
説
明
は
、

無
意
識
の
う
ち
に
擬
似
実
在
論
へ
と
移
行
す
る
。
観
念
論
に

と
っ
て
外
部
の
対
象
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
︵
心
像
︶
で
あ
り
、
脳

も
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
心
身
並
行
論
で
は
部0

分
は
全
体
に
等
し
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
矛
盾
し
た
命
題
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
ま
た
当
初
は
一
つ
の
﹁
表
象
」
と
見
ら
れ
た
脳
と

脳
内
の
動
き
は
、﹁
事
物
」︵
表
象
の
背
後
に
あ
る
隠
れ
た
原
因
︶

と
し
て
押
し
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
追
憶
の
場

合
、
そ
の
対
象
は
現
存
し
な
い
が
、
追
憶
は
い
つ
で
も
現
存

し
て
い
る
。
知
覚
さ
れ
る
対
象
と
完
全
に
作
用
す
る
表
象
と

は
合
致
す
る
は
ず
だ
が
、
追
憶
さ
れ
る
対
象
は
不
完
全
に
し

か
作
用
し
な
い
表
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表
象
の
分
節
が

不
完
全
と
な
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
そ
の
背
後
に
何
も
の
か

が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

他
方
、
実
在
論
的
な
説
明
に
従
え
ば
、
外
部
対
象
の
表
象

は
、
脳
の
状
態
の
付
帯
現
象
に
す
ぎ
な
い
か
、
脳
の
運
動
は

た
だ
知
覚
が
意
識
さ
れ
る
機
会
に
な
る
だ
け
か
、
あ
る
い
は

知
覚
と
脳
の
運
動
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
一
つ
の
実
在

の
二
つ
の
翻
訳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
科
学
は
物
体
の
本
性

を
﹁
実
在
性
」
の
方
向
に
究
明
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
物
体

と
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
そ
れ
以
外
の
物
体
と
の
関
係
︵
つ

ま
り
相
互
作
用
︶
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
部

の
対
象
が
脳
を
変
化
さ
せ
て
表
象
を
起
こ
さ
せ
た
と
し
た
は

ず
だ
が
、
脳
の
外
部
の
対
象
を
取
り
去
っ
て
も
、
脳
の
変
様

が
単
独
で
そ
れ
ら
の
表
象
を
描
く
能
力
を
持
つ
と
見
な
す
に

至
る
。
脳
が
残
る
と
見
る
の
は
、
表
記
方
式
が
実
在
論
か
ら

観
念
論
に
こ
っ
そ
り
移
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

﹁
脳
の
状
態
を
知
覚
や
記
憶
の
等
価
物
と
み
な
す
の
は
、
ど
の

名
で
そ
の
方
式
が
呼
ば
れ
る
に
せ
よ
、
い
つ
で
も
、
部
分
は

全
体
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
」︵ES.204

︶
の
で

あ
る26

。
一
方
、
論
文
﹁
心
と
身
体
」
は
、
著
書
﹃
物
質
と
記
憶
﹄

を
部
分
的
に
要
約
し
た
よ
う
な
論
考
で
あ
る
。
心
と
身
体
の

関
係
に
つ
い
て
の
唯
物
論
者
の
主
張
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う

な
も
の
だ
。
遠
く
か
ら
来
た
振
動
が
目
や
耳
に
印
象
を
与
え
、

そ
の
刺
激
が
脳
に
伝
え
ら
れ
て
視
覚
や
聴
覚
に
な
る
の
で
、
知

覚
は
身
体
の
内
部
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
脳
の
中
で
は
た
え

ず
変
化
が
起
こ
り
、
分
子
と
原
子
が
た
え
ず
新
し
く
置
き
換

わ
っ
て
い
る
。
意
識
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
燐
光
の
よ
う
に
付

け
加
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
過
去
を
思
い
出
す
の
は
、

録
音
版
が
音
を
録
音
す
る
よ
う
に
、
過
去
の
痕
跡
を
脳
が
保

存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
は
原
子
や
分
子
の
運
動
を

創
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
意
識
は
そ
れ
ら
の
運

動
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
意

志
を
人
間
に
認
め
る
の
は
単
な
る
信
仰
で
あ
る
。

こ
の
種
の
主
張
は
、
物
理
化
学
的
現
象
に
対
す
る
観
察
と

実
験
を
基
に
ま
と
め
ら
れ
た
法
則
を
意
識
現
象
に
も
適
用
す

る
こ
と
に
由
来
す
る
。
心
の
生
が
身
体
の
生
に
結
び
つ
い
て

お
り
、
両
者
間
に
連
関
が
あ
る
こ
と
は
経
験
的
に
間
違
い
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
心
と
脳
は
等
価
的
で
あ
る
と

主
張
す
る
の
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
釘
に
掛
け
ら
れ
た
服

の
場
合
に
、
そ
の
釘
の
細
部
が
逐
一
、
服
の
細
部
に
対
応
し

て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
と
同
様
に
、
意
識
は
確
か
に
脳
に

か
か
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
意
識
は
脳
の
働
き
そ
の
も
の
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だ
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

外
か
ら
の
観
察
と
実
験
に
依
存
す
る
科
学
的
方
法
で
は
、

脳
し
か
見
え
な
い
の
で
、
科
学
者
は
思
考
も
脳
の
機
能
に
す

ぎ
な
い
も
の
と
見
な
し
、
ま
た
過
去
三
世
紀
間
の
哲
学
が
こ

の
点
に
関
し
て
提
出
し
た
唯
一
の
精
緻
な
仮
説
は
、
心
と
身

体
の
間
に
厳
密
な
並
行
関
係
を
認
め
る
学
説
で
あ
っ
た
た
め
、

心
の
状
態
は
﹁
身
体
が
拡
が
り
や
運
動
の
中
に
表
現
す
る
も

の
を
、
思
考
と
か
感
情
の
言
葉
に
翻
訳
す
る
こ
と
だ
け
に
限

ら
れ
て
し
ま
っ
た
」︵ES.40
︶
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
自
由

意
志
に
多
少
の
余
地
を
残
し
た
が
、
そ
の
留
保
は
ス
ピ
ノ
ザ

や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
手
で
体
系
の
論
理
に
よ
っ
て
一
掃
さ
れ
、

デ
カ
ル
ト
哲
学
は
デ
カ
ル
ト
主
義
者
に
よ
っ
て
縮
め
ら
れ
、
生

理
学
の
中
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
ラ
・
メ
ト
リ27

、
エ
ル
ヴ
ェ

シ
ウ
ス28

、
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ネ29

、
カ
バ
ニ
ス30

の
よ
う
な
一
八
世

紀
の
哲
学
者
は
、
一
九
世
紀
の
科
学
が
最
も
よ
く
利
用
で
き

た
も
の
を
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
か
ら
取
っ
て
き
た
の
だ
と
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
指
摘
す
る
。
並
行
論
は
経
験
的
事
実
で
は
な

く
、
一
七
世
紀
の
形
而
上
学
的
仮
説
な
の
で
あ
る
。

十
全
に
活
動
し
て
い
る
脳
の
中
を
見
て
、
原
子
の
行
き
来

す
る
動
き
を
辿
り
、
そ
の
働
き
を
解
説
で
き
る
人
が
い
る
と

仮
定
し
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
、﹁
意
識

の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
思
考
や
感
情
に
対
し
て
、
こ

の
人
は
、
ち
ょ
う
ど
舞
台
で
役
者
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と

は
す
べ
て
は
っ
き
り
見
え
る
が
、
彼
ら
の
言
っ
て
い
る
こ
と

は
一
言
も
聞
こ
え
な
い
観
客
と
同
じ
よ
う
な
立
場
に
あ
る
で

し
ょ
う
。
…
︹
中
略
︺
…
同
じ
よ
う
に
、
も
し
脳
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
つ
い
て
の
知
識
が
完
全
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
し
て

ま
た
私
た
ち
の
心
理
学
が
完
全
な
も
の
だ
と
し
た
ら
、
私
た

ち
は
、
或
る
決
ま
っ
た
心
の
状
態
に
応
じ
て
脳
の
中
に
起
こ

る
こ
と
を
、
正
確
に
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
し

か
し
そ
の
反
対
は
不
可
能
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
脳
の
同
じ
状

態
に
対
応
す
る
も
の
を
、
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
心
の
様
々

な
状
態
の
中
か
ら
た
だ
一
つ
選
び
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
す
」︵ES.44

︶。

こ
の
脳
と
意
識
の
関
係
は
、
釘
と
そ
れ
に
掛
け
ら
れ
る
服

の
関
係
、
額
縁
と
そ
こ
に
入
る
絵
の
関
係
、
舞
台
の
演
劇
と

パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
関
係
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
者
の
棒
と

シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
関
係
な
ど
、
様
々
な
比
喩
で
語
ら
れ
て
い

る
。
思
考
の
人
工
的
な
模
造
品
︹
心
像
や
観
念
の
組
合
せ
︺
で

は
な
く
、
思
考
そ
の
も
の
を
捉
え
る
と
き
、
本
質
的
に
内
向

す
る
連
続
し
た
切
れ
目
な
き
変
化
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、

そ
れ
は
た
え
ず
外
向
す
る
変
化
︹
行
動
や
身
振
り
︺
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
。
思
考
は
行
動
に
向
け
ら
れ
る
が
、
現
実

の
行
動
に
至
ら
な
い
と
き
、
思
考
は
起
こ
り
う
る
か
も
し
れ

な
い
潜
在
的
な
行
動
を
素
描
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
脳

は
﹁
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
器
官
」
で
あ
り
、
脳
の
役
割
は
﹁
精

神
の
働
き
を
し
ぐ
さ
で
表
わ
し
、
ま
た
精
神
が
適
応
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
外
界
の
状
態
を
し
ぐ
さ
で
表
わ
す
」︵ES 47

︶

こ
と
で
あ
る
。
精
神
の
働
き
は
脳
の
働
き
か
ら
溢
れ
出
し
て

い
る
が
、
脳
は
﹁
精
神
の
働
き
の
中
か
ら
運
動
と
し
て
演
じ

ら
れ
る
も
の
や
具
現
化
で
き
る
も
の
一
切
を
抜
き
出
し
、
か

く
し
て
脳
は
精
神
が
物
質
に
嵌
め
込
ま
れ
る
場
と
な
っ
て
い

る
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
、
脳
は
い
つ
も
精
神
の
環
境
へ
の

適
応
を
保
証
し
、
精
神
に
た
え
ず
現
実
と
の
接
触
を
保
た
し

め
て
い
る
」︵ES.47

︶。
つ
ま
り
、﹁
脳
は
正
確
に
言
っ
て
、
思

考
の
器
官
で
も
感
覚
や
意
識
の
器
官
で
も
な
い
。
脳
は
意
識

や
感
情
や
思
考
を
現
実
の
生
に
向
か
っ
て
緊
張
さ
せ
て
い
る

も
の
、
し
た
が
っ
て
有
効
な
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
て

い
る
も
の
」︵ES.47

︶
で
あ
り
、﹁
生
へ
の
注
意

0

0

0

0

0

の
器
官
」
な

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
の
根
拠
は
、
何
で
あ
る
の

か
。
心
身
並
行
論
に
最
も
都
合
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、

記
憶
の
事
例
で
あ
る
。﹁
思
考
の
働
き
の
う
ち
で
、
脳
の
中
に

場
所
を
指
定
で
き
た
た
だ
一
つ
の
機
能
は
記
憶
」︵ES.50

︶
で

あ
り
、
ブ
ロ
ー
カ
が
言
葉
の
発
声
運
動
の
忘
却
が
大
脳
左
第

三
前
頭
脳
回
の
傷
害
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
か
を
示

し
た
の
だ
が
、
記
憶
が
脳
の
中
で
陰
画
紙
や
録
音
盤
の
よ
う

に
蓄
え
ら
れ
る
と
し
た
説
明
は
、
人
を
過
ち
に
導
く
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
或
る
人
物
の
視
覚
像
は
無
数

に
異
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
我
々
が
そ
の
人
物
の
記
憶
を
思

い
出
す
の
は
、
た
だ
一
つ
の
像
だ
か
ら
で
あ
る
。
失
語
症
患

者
の
場
合
、
記
憶
が
失
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、﹁
脳
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環
境
へ
の
適
応
力

0

0

0

0

0

0

0

が
衰

弱
し
て
い
る
」︵ES.53

︶
の
で
あ
る
。
記
憶
が
意
識
化
さ
れ
る

と
運
動
を
通
し
て
行
動
に
つ
な
が
る
が
、
運
動
を
予
め
描
く

こ
と
で
記
憶
を
意
識
化
す
る
そ
の
能
力
が
冒
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
名
詞
や
形
容
詞
に
比
べ
て
、
動
詞
が
思
い
出
す
の

が
楽
な
の
は
、
そ
れ
が
動
作
を
表
現
し
、
動
作
は
身
振
り
で

表
わ
さ
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

記
憶
が
脳
の
中
に
保
存
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
で
は
ど
こ

に
保
存
さ
れ
る
の
か
。
ど
こ
に

0

0

0

と
い
う
問
い
自
体
が
、
精
神

に
つ
い
て
語
る
際
に
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
記
憶
は
身
体

の
中
で
は
な
く
、
精
神
の
中
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

我
々
の
内
面
的
な
生
の
全
体
は
、
意
識
が
最
初
に
目
覚
め
た

と
き
か
ら
始
ま
っ
た
た
だ
一
つ
の
文
の
よ
う
な
も
の
で
、
コ

ン
マ
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
て
も
ピ
リ
オ
ド
は
打
た
れ
て
お
ら

ず
、
我
々
の
過
去
の
す
べ
て
は
意
識
下
に
あ
る
、
と
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
想
定
す
る
。
意
識
は
現
わ
れ
出
る
の
に
自
分
の
外
に

出
る
必
要
は
な
く
、
い
つ
も
あ
る
か
ら
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
り

除
く
だ
け
で
い
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
﹁
精
神
は
、
意
識
の
中
か
ら
行
為
に
役
立
つ
も

の
だ
け
を
抜
き
出
し
、
そ
の
ほ
か
の
大
部
分
を
霞
ん
だ
ま
ま

に
し
て
お
く
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
仲
立
ち
と
し
て
、
事
物

の
中
に
自
己
を
嵌
め
込
む
の
で
す
。
記
憶
の
働
き
の
中
で
脳

が
果
た
す
役
割
は
こ
れ
で
す
。
そ
れ
は
過
去
を
保
存
す
る
の

に
役
立
つ
の
で
は
な
く
、
ま
ず
過
去
を
覆
い
、
次
に
実
際
に
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役
立
つ
も
の
だ
け
を
目
立
た
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
と
い
う
こ

と
で
す
」︵ES.57

︶。
魂
の
不
滅
性
そ
の
も
の
は
実
験
的
に
証

明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
経
験
の
領
域
で
そ
の

こ
と
の
可
能
性
を
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
る
。﹁
心
︵
魂
︶
の

働
き
は
脳
の
働
き
の
外
に
溢
れ
、
ま
た
脳
は
、
意
識
に
現
わ

れ
る
も
の
の
中
か
ら
そ
の
一
部
分
を
運
動
に
転
換
さ
せ
る
と

い
う
だ
け
の
も
の
な
ら
、
心
が
死
後
も
生
き
残
る
と
い
う
こ

と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
と
な
り
、
…
︹
中
略
︺
…
今
度
は
否

定
す
る
人
が
そ
れ
を
証
明
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
」

︵ES.59

︶
の
で
あ
る
。

2-

3
　
心
霊
科
学
の
報
告

魂
の
死
後
存
続
に
関
す
る
第
三
の
証
言
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
挙
げ
た
の
は
、
心
霊
科
学
︵science psychique
︶
か
ら
の

報
告
で
あ
る
。
彼
は
心
霊
現
象
研
究
協
会
︵SPR

︶
の
会
長
に

選
ば
れ
た
一
九
一
三
年
の
五
月
に
、
ロ
ン
ド
ン
心
霊
現
象
研

究
協
会
で
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
﹁︿
生
き
て
い

る
人
の
ま
ぼ
ろ
し
﹀
と
︿
心
霊
研
究
﹀︵︽Fantôm

es de vivants

︾

et

︽recherche psychique

︾︶」
と
し
て
論
文
集
﹃
精
神
的
エ
ネ

ル
ギ
ー
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
、
以
下
の
と

お
り
で
あ
る31

。
　

心
霊
現
象
は
、
疑
い
も
な
く
自
然
科
学
の
対
象
と
な
る
現

象
と
同
じ
種
類
の
も
の
だ
が
、
そ
の
研
究
方
法
は
自
然
科
学

の
方
法
と
は
何
の
関
係
も
な
い
場
合
が
多
い
、
と
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
心
霊
研
究
が
物
理
学
や
化
学
の

よ
う
な
方
法
を
取
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
心
霊
研
究
は
科

学
的
で
は
な
い
と
結
論
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
近
代
科

学
は
、
観
察
や
実
験
の
方
法
に
よ
っ
て
、
た
だ
一
つ
の
点
、
す

な
わ
ち
﹁
計
量
︵la m

esure

︶」
に
集
中
さ
せ
た
。
近
代
科
学

は
、
い
つ
も
理
想
と
し
て
数
学
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
近
代
科
学
は
、
精
神
現
象
を
そ
れ
と
同
等
で
計
量
で
き

る
現
象
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
か
を
探
究
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
計
量
に
委
ね
ら
れ
な
い

0

0

と
い
う
こ
と
が
精
神
的
な
も

の
の
本
質
に
属
す
る
が
、
脳
の
動
き
を
心
の
動
き
と
同
等
で

あ
る
か
の
よ
う
に
研
究
を
進
め
て
、
厳
密
な
心
身
並
行
関
係

の
仮
説
が
作
ら
れ
た
。
言
葉
の
記
憶
の
病
気
︹
失
語
症
︺
は
、

脳
の
ひ
だ
の
損
傷
に
対
応
し
て
い
る
の
で
、
記
憶
を
脳
の
機

能
と
見
て
、
視
覚
や
聴
覚
や
発
声
運
動
に
よ
る
言
葉
の
記
憶

が
、
脳
の
表
皮
の
中
に
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
的
研
究
の
帰
結
は
、
脳
の

傷
害
は
、
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
不
可
能
に
し
た
り
困

難
に
し
た
り
す
る
、
そ
の
想
起
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
け
を
冒
し

て
い
る
の
で
あ
り
、﹁
脳
の
役
割
は
、
精
神
が
記
憶
を
必
要
と

す
る
と
き
に
、
精
神
が
身
体
か
ら
、
探
し
求
め
ら
れ
た
記
憶

に
適
当
な
枠
を
提
供
す
る
と
な
る
よ
う
な
態
度
、
あ
る
い
は

生
ま
れ
か
け
の
運
動
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」

︵ES.74

︶
に
あ
る
。
一
般
に
思
考
の
働
き
に
お
い
て
、
脳
は

﹁
精
神
が
考
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
状
況
に
よ
っ
て
考
え
る
よ

う
に
導
か
れ
る
こ
と
を
演
技
に
あ
ら
わ
す
運
動
や
態
度
を
、
身

体
に
刻
印
す
る
だ
け
の
役
割
」︵ES.74

︶
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

我
々
が
生
き
て
い
る
世
界
に
意
識
を
固
定
さ
せ
る
の
が
、
脳

な
の
で
あ
る
。
物
質
の
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
正
確
さ
、
厳

密
さ
、
証
明
へ
の
配
慮
、
単
に
可
能
的
な
も
の
と
確
実
な
も

の
と
を
区
別
す
る
習
慣
を
我
々
は
身
に
つ
け
た
の
で
あ
る
か

ら
、
精
神
の
科
学
は
、
そ
の
正
確
さ
を
要
求
す
る
習
慣
の
お

か
げ
で
﹁
心
理
的
現
実
と
い
う
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
の
領
域
」

に
恐
れ
る
こ
と
な
く
入
っ
て
い
け
る
、
と
彼
は
講
演
を
締
め

括
っ
て
い
る
。 

心
霊
現
象
の
研
究
は
、
一
八
四
八
年
に
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
で
起
き
た
ハ
イ
ズ
ヴ
ィ
ル
事
件
が
直
接
の
引
き
金
に
な

っ
た
。
引
っ
越
し
て
き
た
フ
ォ
ッ
ク
ス
家
に
ポ
ル
タ
ー
ガ
イ

ス
ト
現
象
が
頻
発
し
、
幼
い
姉
妹
が
幽
霊
と
ラ
ッ
プ
音
で
交

信
し
た
結
果
、
幽
霊
の
正
体
が
殺
害
さ
れ
て
地
下
に
埋
め
ら

れ
た
行
商
人
だ
と
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
件
を
契
機

に
、
一
八
七
二
年
に
は
英
国
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
協
会

︵The Spiritualist A
ssociation of G

reat Britain, SA
G

B

︶、
一
八
八

二
年
に
英
国
に
心
霊
現
象
研
究
協
会
︵The Society for 

Psychical Research, SPR

︶、
一
八
八
五
年
に
米
国
心
霊
現
象
研

究
協
会
︵A

SPR

︶、
一
八
九
三
年
に
米
国
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

ス
ト
協
会
︵N

SA

︶
が
相
次
い
で
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ

の
動
向
と
は
別
に
、
一
八
七
五
年
に
は
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
夫

人
が
神
智
学
協
会
を
創
設
し
て
い
る
。

霊
媒
は
米
国
で
数
多
く
輩
出
し
た
が
、
心
霊
研
究
が
主
に

行
な
わ
れ
た
の
は
英
国
で
あ
る
。
心
霊
研
究
を
推
進
さ
せ
た

時
代
的
背
景
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
唯

物
思
想
が
急
激
に
台
頭
し
始
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
マ

ル
ク
ス
主
義
思
想
︵
一
八
四
八
年
﹃
共
産
党
宣
言
﹄
発
表
︶
や

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
︵
一
八
五
九
年
﹃
種
の
起
源
﹄
出
版
︶

な
ど
が
世
間
を
席
巻
し
、
唯
物
史
観
・
適
者
生
存
・
自
然
淘

汰
な
ど
の
思
想
に
対
し
て
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
必

要
性
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
科
学
的
唯
物
論
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
対
極
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
も
教
義
上

の
霊
的
誤
謬
︵
原
罪
や
最
後
の
審
判
な
ど
︶
を
修
正
す
る
役
割

を
も
担
っ
た
と
思
わ
れ
る32

。
　

当
初
、
心
霊
研
究
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
ル
ッ
ク
ス
、
オ

リ
ヴ
ァ
ー
・
ロ
ッ
ジ
、
シ
ャ
ル
ル
・
リ
シ
ェ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
な
ど
著
名
な
研
究
者
が
参
加
し
た
が
、
次
第
に

科
学
的
検
証
に
専
念
す
る
心
霊
科
学

0

0

0

0

と
霊
性
探
究
を
重
視
す

る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
分
岐
し
た
。
心
霊
科
学
は
、
テ

レ
パ
シ
ー
、
透
視
、
催
眠
術
な
ど
を
科
学
的
実
験
に
よ
っ
て

解
明
し
よ
う
と
し
、
一
九
三
〇
年
代
よ
り
超
感
覚
的
知
覚

︵ESP

︶
や
念
力
︵PK

︶
な
ど
を
扱
う
超
心
理
学

0

0

0

0

︵
J
・
B
・

ラ
イ
ン
ら
︶
へ
と
発
展
し
た33

。
ま
た
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ

ム
は
、
霊
界
の
存
在
と
霊
界
と
の
通
信
の
可
能
性
を
、
し
た

が
っ
て
魂
の
死
後
存
続
を
認
め
る
前
提
に
立
っ
て
、
人
類
の
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普
遍
的
霊
性
の
確
認
と
連
帯
を
目
指
す
方
向
へ
進
ん
だ
。
そ

の
流
れ
は
、
霊
魂
再
生
を
否
定
す
る
イ
ギ
リ
ス
系
と
、
霊
魂

再
生
を
肯
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
系
に
大
別
で
き
る
。
前
者
に
お

い
て
は
、
イ
ン
ペ
レ
ー
タ
ー
霊
団
よ
り
通
信
を
受
け
た
牧
師

ス
テ
イ
ン
ト
ン
・
モ
ー
ゼ
ス
の
﹃
霊
訓
﹄︵
一
八
八
三
年
︶、
フ

レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ
か
ら
の
通
信
を
カ
ミ
ン
ズ
が
受

け
取
っ
た
﹃
永
遠
の
大
道
﹄︵
一
九
三
二
年
︶、﹃
個
人
的
存
在

の
彼
方
﹄︵
一
九
三
五
年
︶
な
ど
が
公
表
さ
れ
、
後
者
に
属
す

る
も
の
に
は
、
ア
ラ
ン
・
カ
ル
デ
ッ
ク
の
ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
ム

︵﹃
霊
の
書
﹄
一
八
五
七
年
、﹃
霊
媒
の
書
﹄
一
八
六
一
年
︶
が
あ

り
、
ラ
テ
ン
系
諸
国
や
南
米
で
普
及
し
た
。
こ
れ
ら
の
心
霊

研
究
の
報
告
に
よ
っ
て
、
伝
統
宗
教
が
説
く
﹁
魂
の
死
後
存

続
」
の
観
念
に
科
学
の
光
が
当
て
ら
れ
た
の
だ
が
、
死
の
本

質
は
依
然
と
し
て
厚
い
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
ま
ま
だ
と
い

う
印
象
は
拭
い
難
い
。
そ
れ
は
、
物
質
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

意
識
を
物

理
化
学
的
な
現
象
面
か
ら
捉
え
る
方
法
自
体
に
、
そ
も
そ
も

の
認
識
的
限
界
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
考
慮
す

べ
き
は
、
意
識
を

0

0

0

物
質
面
に
投
影
す
る
こ
と
な
く
意
識
と
し

0

0

0

0

て0

析
出
し
う
る
よ
う
な
認
識
方
法
に
関
す
る
抜
本
的
な
革
新

で
あ
る
。
科
学
は
既
成
の
認
識
枠
組
み
の
発
展
的
解
消
を
迫

ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
現
代
科
学
の
知
識
︵scientia

︶
と
太
古

か
ら
の
叡
知
︵sapientia

︶
と
が
統
合
さ
れ
る
よ
う
な
新
た
な

地
平
が
探
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

3
諸
事
実
の
線
分
が
収
斂
す
る
そ
の
先
に

あ
る
も
の
―
人
間
の
全
体
像

以
上
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
魂
の
死
後
存
続
の
証
言
と
し
て
挙

げ
た
﹁
神
秘
家
の
神
秘
的
経
験
」﹁
哲
学
的
思
索
の
帰
結
」

﹁
心
霊
科
学
の
報
告
」
に
関
し
て
、
多
少
の
考
察
と
検
討
を
加

え
て
み
た
。
神
秘
家
の
神
秘
的
経
験
と
心
霊
科
学
が
取
り
扱

う
心
霊
現
象
は
と
も
に
経
験
的
事
実
に
違
い
な
い
が
、
一
般

人
が
日
常
的
に
経
験
す
る
境
位
を
超
え
て
い
る
点
で
、
例
外

事
象
︵anom

aly

︶
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
例
外
事
象
を
理
論

的
に
説
明
し
う
る
か
否
か
で
、
科
学
の
対
象
領
域
の
広
狭

0

0

と

認
識
の
深
浅

0

0

が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
幸
い
に
も
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
、
哲
学
に
神
秘
的
経
験
と
心
霊
科
学
の
報
告
と
い
う
二0

重
の
補
助
線

0

0

0

0

0

を
持
ち
え
た
お
か
げ
で
、
哲
学
的
思
惟
を
よ
り

い
っ
そ
う
確
実
な
も
の
と
す
る
諸
事
実
の
線
分
が
収
斂
す
る

方
向
を
見
据
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
の
視
界
に
入
っ
て
き

た
も
の
こ
そ
、﹁
魂
の
死
後
存
続
」
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
敢
行
し
た
経
験
的
な
形
而
上

学
の
試
み
は
、
人
間
観
に
関
し
て
分
裂
し
た
二
つ
の
命
題
を

我
々
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
つ

は
﹁
人
は
死
ぬ
︵M

an is m
ortal.

︶」
と
い
う
言
い
古
さ
れ
た
常

識
的
な
命
題
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
﹁
人
は
死
な
な
い
︵M

an 

is im
m

ortal.

︶」
と
い
う
太
古
の
叡
知
を
反
映
し
た
命
題
で
あ

る
。
こ
の
死
の
不
可
避
性
と
不
死
性
︵
永
遠
性
︶
の
対
立
は
、

人
間
理
解
に
お
い
て
い
か
に
調
停
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。

﹁
心
身
問
題
」
は
、
神
経
科
学
や
認
知
科
学
の
成
果
を
踏
ま

え
て
物
理
主
義
的
一
元
論
の
立
場
や
心
身
二
元
論
の
立
場
か

ら
論
じ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
人
間
像
も
、

上
半
身
な
き
下
半
身
像

0

0

0

0

や
首
な
し
地
蔵

0

0

0

0

0

の
よ
う
な
奇
怪
さ
を

漂
わ
せ
て
い
る
。
人
間
の
全
体
像

0

0

0

を
復
原
し
よ
う
と
す
る
と

き
、
上
述
し
て
き
た
﹁
魂
の
死
後
存
続
」
の
問
題
は
、
決
定

的
に
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。﹁
心
身
問
題
」
と
﹁
魂
の

死
後
存
続
」
は
、
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
心
︵
魂
︶
が
物
理
的
身
体
か
ら

独
立
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
心
︵
お
よ
び
心
が
ま
と
う
微
細

な
身
体
︶
は
、
生
き
た
物
理
的
身
体
が
機
能
停
止
し
た
後
も

存
続
す
る
可
能
性
、
む
し
ろ
蓋
然
性
は
あ
る
の
で
あ
り
、﹁
心

身
問
題
」
は
、
そ
の
変
容
し
た
心
身
状
態
が
、
永
遠
性
と
の

関
係
を
持
つ
か
否
か
を
問
わ
ず
に
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。﹁
心
身
問
題
」
そ
れ
自
体
が
、
い
わ
ば
質
的
な
変
容

を
遂
げ
て
、﹁
魂
の
死
後
存
続
」
と
い
う
根
本
問
題
と
結
び
つ

く
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

心
身
二
元
の
奥
に
働
く
﹁
霊
」
を
自
覚
的
に
洞
察
で
き
た

と
き
、
我
々
は
三
元
論
の
立
場
に
転
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
と
き
、
我
々
が
眺
め
る
人
間
像
は
一
変
す
る
に
違
い
な
い
。

二
元
論
は
、
不
可
視
的
で
分
割
不
可
能
な
﹁
心
」
と
可
視
的

で
分
割
可
能
な
﹁
身
」
と
い
う
相
互
変
換
不
可
能
な
二
項
対

立
が
前
提
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
心
は
身
で
は
な
く
、
身
も
心

で
は
な
い
。
そ
の
二
項
対
立
が
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
で
、
心
と

0

0

し
て
の
身

0

0

0

0

が
浮
上
す
る
。
心
が
身
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
心

は
端
的
に
身
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹁
身
」
が
物
理
的
身
体

だ
け
で
は
な
く
、
多
次
元
的
な
重
層
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、﹁
心
」
の
次
元
は
、
不
生
不
滅
の

﹁
霊
」
の
次
元
と
、
生
滅
す
る
現
象
と
し
て
の
狭
義
の
﹁
心

︵
魂
︶」
の
次
元
に
二
分
さ
れ
る
。
こ
の
二
元
論
か
ら
三
元
論

へ
の
転
換
は
、
人
間
観
に
驚
天
動
地
の
変
革
を
も
た
ら
す
に

相
違
な
い
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
不
死
な
る
﹁
霊
」
の
次

元
と
死
す
べ
き
﹁
心
身
」
の
次
元
に
同
時
に
跨
が
っ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
可
死
性
と
不
死
性
に
同
時
に
関

与
す
る
こ
と
の
逆
説
的
認
識
を
転
回
点
に
、
心
身
関
係
が
根

源
的
な
変
容
を
遂
げ
る
技
法
と
し
て
、
宗
教
︵
霊
性
︶・
武

道
・
芸
術
な
ど
の
修
練
が
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。                                     

現
代
日
本
人
の
大
半
が
抱
く
人
間
像
は
、
ま
だ
首
な
し
地

0

0

0

0

蔵0

に
近
い
も
の
で
あ
る
。
首
な
し

0

0

0

で
あ
る
以
上
、
不
死
な
る

霊
性
の
認
識
に
は
届
い
て
い
な
い
。
だ
が
、
地
蔵

0

0

で
あ
る
限

り
、
霊
性
︵
神
性
・
仏
性
︶
を
蔵
す
る
存
在
と
見
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
首
な
し
地
蔵

0

0

0

0

0

は
、
自
己
矛
盾
的

な
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
現
代
日
本
人
の
認
識
境
位
を
的
確

に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
我
々
自
身
の
自
己
変
容
、
身
心
変
容
で
あ
る
。
そ
れ
は

ひ
と
え
に
、﹁
人
は
死
ぬ
」
と
﹁
人
は
死
な
な
い
」
と
い
う
相
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矛
盾
す
る
二
つ
の
命
題
を
統
一
的
に

0

0

0

0

了
解
し
う
る
強
靱
な
視

力
を
い
か
に
し
て
獲
得
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
死
の
不

可
避
性
と
不
死
性
の
両
面
に
同
時
に
跨
が
る
人
間
存
在
の
不

思
議
は
、
こ
こ
で
い
ま
生
き
て
い
る
こ
の
我
々
の
実
存
に
確

か
に
現
存
し
て
い
る
。

注1
　
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
J
・
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
﹃
意
識
す
る
心
│
︱

脳
と
精
神
の
根
本
理
論
を
求
め
て
﹄︵
林
一
訳
、
白
揚
社
、
二

〇
〇
一
年
︶。

2
　
エ
ベ
ン
・
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
﹃
プ
ル
ー
フ
・
オ
ブ
・
ヘ
ヴ

ン
﹄︵
白
川
貴
子
訳
、
早
川
書
房
、
二
〇
一
三
年
︶。

3
　
プ
ラ
ト
ン
﹃
パ
イ
ド
ン
﹄︵
岩
田
靖
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一

九
九
八
年
︶。

4
　
西
尾
実
・
岩
淵
悦
太
郎
・
水
谷
静
夫
編
﹃
岩
波
国
語
辞
典 

第

三
版
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
［
一
九
六
三
年
］︶、
一

一
六
六
頁
。

5
　
前
掲
書
、
六
八
三
頁
。

6
　
前
掲
書
、
一
一
六
六
頁
。

7
　
前
掲
書
、
三
七
五
頁
。

8
　
前
掲
書
、
五
六
二
頁
。

9
　
前
掲
書
、
五
五
三
頁
。

10
　
前
掲
書
、
五
五
五
頁
。 

11
　
前
掲
書
、
五
六
一
頁
。

12
　
前
掲
書
、
五
九
三
頁
。

13
　Jacques C

hevalier, E
n

tretien
s A

vec B
erg

so
n

, Plon, 
1959, p.160.

︹
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
﹃
ベ
ル
ク
ソ
ン

と
の
対
話
﹄︵
仲
沢
紀
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
︶、

一
八
一
頁
。︺
た
だ
し
、
こ
こ
は
私
訳
。

14
　
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。

15
　
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。

16
　
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。

17
　H

enri Bergson, Les D
eux Sources de la M

orale et de la Religion , 
P. U

. F., 1969[1932].  

翻
訳
は
、﹃
世
界
の
名
著
64
　
ベ
ル
ク

ソ
ン
﹄︵
澤
瀉
久
敬
編
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
︶
所

収
の
森
口
美
都
男
訳
に
従
っ
て
い
る
。  

18
　Jam

es H
astings (ed.), Encyclopedia of Religion and Ethics , vol. 9, 

T &
 T C

lark, 1917, p. 83. 

19
　
小
口
偉
一
・
堀
一
郎
監
修
﹃
宗
教
学
辞
典
﹄︵
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
三
年
︶、﹁
神
秘
主
義
」︵
上
田
閑
照
︶、
四
三

六
―四
四
四
頁
。 

20
　
棚
次
正
和
﹁
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
神
秘
主
義
理
解
に
つ
い
て
」﹃
哲

学
・
思
想
論
集
﹄
第
一
八
号
︵
筑
波
大
学 

哲
学
・
思
想
学
系
、

一
九
九
三
年
︶、
八
七
―一
〇
九
頁
。

21
　﹃
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
4
　
創
造
的
進
化
﹄︵
松
浪
信
三
郎
・
高

橋
允
昭
訳
、
白
水
社
、
一
九
六
六
年
︶、
二
六
六
―二
七
二
頁
。

22
　H

enri Bergson, M
atière et M

émoire , P. U
. F., 1968[1939]. 

翻

訳
は
﹃
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
2
　
物
質
と
記
憶
﹄︵
田
島
節
夫

訳
、
白
水
社
、
一
九
七
〇
年
︶
を
参
照
し
た
。

23
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、﹁
純
粋
な
状
態
で
の
内
的
経
験
は
、
持
続

0

0

す
る

0

0

︵durer

︶
こ
と
、
し
た
が
っ
て
不
壊
の
過
去
を
現
在
の

内
に
不
断
に
伸
長
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
﹃
実
体

︵substance

︶﹄
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
憶
が
ど
こ
に

保
存
さ
れ
て
い
る
か
を
求
め
る
労
を
省
く
ば
か
り
か
、
そ
れ

を
求
め
る
こ
と
を
禁
じ
て
も
い
た
の
だ
、
と
気
付
い
た
」

︵PM
.80

︶
と
述
懐
し
て
い
る
。

24
　H

enri Bergson, L’énergie Spirituelle , P. U
. F., 1967[1919]. 

翻
訳

は
﹃
世
界
の
名
著
64
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
﹄︵
澤
瀉
久
敬
編
、
中

央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
︶
所
収
の
﹁
心
と
身
体
」︵
飯
田

照
明
訳
︶、﹁
脳
と
思
考
」︵
池
長
澄
訳
︶
を
参
照
し
た
。

25
　
観
念
論
の
表
記
方
式
は
、﹁
物
質
の
本
質
的
な
も
の
は
、
そ

の
物
質
に
つ
い
て
私
た
ち
が
持
つ
表
象
の
中
に
す
っ
か
り
展

示
さ
れ
て
い
る
か
、
展
示
さ
れ
う
る
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
実
在
す
る
も
の
の
分
節
︵
切
れ
目
︶
は
私
た
ち
の
表
象

の
分
節
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
実
在
論
の
表
記
方
式
と
は
、﹁
物
質
が
表
象
と
は

独
立
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
表
象
の
下
に

は
捉
え
が
た
い
こ
の
表
象
の
原
因
が
あ
り
、
現
実
的
な
知
覚

の
背
後
に
は
可
能
性
や
潜
在
性
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す

る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
私
た
ち
の
表
象
に
見
ら
れ
る
区
分

と
分
節
は
、
単
に
私
た
ち
の
知
覚
の
仕
方
と
相
対
的
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
肯
定
」
で
あ
る
。

26
　
同
論
文
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
上
述
し
た
根
本
的
な
錯
誤
を

強
化
す
る
補
助
的
な
錯
覚
と
し
て
、
①
脳
に
あ
る
魂

0

0

0

0

0

と
い
う
、

す
な
わ
ち
表
象
が
皮
質
に
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
暗
黙
の
内

の
考
え
、
②
因
果
関
係
と
い
う
も
の
は
機
械
的
で
あ
っ
て
、

宇
宙
に
は
数
学
的
に
計
算
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
は
何
も
な

い
と
い
う
考
え
、
③
表
象

0

0

と
い
う
観
点
か
ら
も
の
自
体

0

0

0

0

と
い

う
観
点
に
移
る
た
め
に
は
、
形
像
的
で
絵
画
的
な
表
象
の
か

わ
り
に
、
色
彩
の
な
い
素
描
と
そ
の
部
分
相
互
の
数
学
的
な

関
係
ま
で
還
元
さ
れ
た
そ
の
同
じ
表
象
を
置
き
換
え
れ
ば
そ

れ
で
よ
い
と
す
る
考
え
、
④
二
つ
の
全
体
が
連
帯
的
で
あ
れ

ば
、
一
方
の
ど
の
部
分
も
他
方
の
一
つ
の
決
ま
っ
た
部
分
と

連
帯
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
心
身

並
行
論
に
対
す
る
批
判
的
な
検
討
を
経
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
り
、
そ
れ
が
﹁
自
然
の
決
定
論
と
の
関
連
で
精
神
を
考
察

す
る
理
論
へ
の
出
発
点
」︵ES.210

︶
と
な
り
う
る
、
と
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
考
え
て
い
る
。
　

27
　
ラ
・
メ
ト
リ
︵
一
七
〇
九
―一
七
五
一
︶
は
フ
ラ
ン
ス
の
唯

物
論
者
。﹃
人
間
機
械
論
﹄︵
一
七
四
七
年
︶
で
機
械
論
的
生

命
観
を
提
唱
。 

28
　
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
︵
一
七
一
五
―一
七
七
一
︶
は
フ
ラ
ン
ス

の
哲
学
者
・
啓
蒙
思
想
家
。
人
間
の
精
神
活
動
の
す
べ
て
は

身
体
的
感
性
に
還
元
で
き
る
と
主
張
し
た
唯
物
論
者
。

29
　
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ネ
︵
一
七
二
〇
―一
七
九
三
︶
は
ス
イ
ス
の

博
物
学
者
・
哲
学
者
。﹃
精
神
論
﹄︵
一
七
五
八
年
︶、﹃
人
間

論
﹄︵
一
七
四
七
年
︶。

30
　
カ
バ
ニ
ス
︵
一
七
五
七
―一
八
〇
八
︶
は
フ
ラ
ン
ス
の
医
学

者
・
哲
学
者
。
パ
リ
大
学
医
学
部
教
授
。﹃
身
体
と
精
神
の

関
係
﹄︵
一
八
〇
二
年
︶。

31
　
翻
訳
は
﹃
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
5
　
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹄︵
渡

辺
秀
訳
、
白
水
社
、
一
九
六
五
年
︶
に
従
っ
た
。

32
　
三
浦
清
宏
﹃
近
代
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史

│
心
霊

研
究
か
ら
超
心
理
学
へ
﹄︵
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
︶、
二
〇

八
―二
二
一
頁
。

33
　
日
本
で
は
既
に
明
治
四
三
︵
一
九
一
〇
︶
年
に
今
村
新
吉

︵
京
都
帝
国
大
学
医
科
大
学
教
授
︶
と
福
来
友
吉
︵
東
京
帝

国
大
学
助
教
授
︶
が
、
心
霊
現
象
を
科
学
的
に
取
り
上
げ
、

御
船
千
鶴
子
の
透
視
実
験
や
長
尾
郁
子
の
念
写
実
験
を
行
な

っ
て
い
る
。
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