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自
然
と
の
対
話
そ
し
て
宗
教
間
の
出
会
い

　
　
　
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
の
比
較
神
学
に
向
け
て

コ
ニ
ー
・
ラ
ッ
シ
ャ
ー

山
崎
達
也
　
訳

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
：
驚
く
べ
き
一
致
？

　
﹁
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
すあ
﹂
と
い
う
魅
力
的
な
表
題

が
つ
け
ら
れ
た
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
池
田
大
作
は
、
本
論
の
テ

ー
マ
の
核
心
と
、
そ
の
か
な
り
野
心
的
な
タ
イ
ト
ル
を
簡
潔
に

言
い
表
す
ア
イ
デ
ア
を
提
供
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

　
﹁
膨
大
な
物
質
と
喧
騒
に
囲
ま
れ
た
現
代
人
の
心
は
、
広
大

な
宇
宙
、
そ
し
て
ま
た
永
遠
な
る
時
の
流
れ
か
ら
切
り
離
さ

れ
、
孤
独
と
疎
外
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
心
の
渇
き
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
、
刹
那
的
な
享
楽
に
走

っ
た
と
し
て
も
、
い
っ
そ
う
渇
望
は
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

現
代
文
明
の
悲
劇
の
根
底
に
は
、﹃
分
断
﹄
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
人
間
と
宇
宙
、
人
間
と
自
然
、
人
間
と
社
会
、
そ
し

て
人
間
と
人
間
の
き
ず
な
が
引
き
裂
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
つ

な
が
り
が
弱
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

た
し
か
に
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
、
人
間
は
か
つ
て

な
い
﹃
力
﹄
を
得
た
。
生
活
や
健
康
に
は
、
計
り
知
れ
な
い

恩
恵
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
外
な
る

現
象
を
自
己
か
ら
切
り
離
し
、
対
象
化
し
、
距
離
を
置
い
て

見
る
よ
う
に
な
り
、﹃
物
﹄
や
﹃
数
﹄
と
い
う
要
素
に
還
元
し

よ
う
と
す
る
思
考
の
傾
向
性
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
も
否
め
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な
い
。
そ
こ
で
は
、
と
も
す
れ
ば
、
人
間
や
生
命
さ
え
も
﹃
物
﹄

と
化
し
て
し
ま
う
。
戦
争
の
犠
牲
者
さ
え
、
統
計
上
の
﹃
数
﹄

と
し
て
数
え
ら
れ
、
一
人
ひ
と
り
の
語
り
尽
く
せ
ぬ
悲
し
み

や
苦
し
み
は
没
却
さ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
趨
勢
の
な
か
に
あ
っ
て
、﹃
誰
も
が
か
け
が
え
の

な
い
人
間
だ
﹄
と
見
つ
め
る
の
が
、﹃
詩
人
の
目
﹄
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
世
界
を
操
作
し
よ
う
と
す
る
才
知
の
傲
り
に

対
し
、
詩
心
は
世
界
の
神
秘
に
敬
虔
に
頭
を
垂
れ
る
﹂

　

こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
仏
法
者
と
し
て
の
池
田
の
社
会

分
析
が
い
つ
も
備
え
て
い
る
﹁
現
実
の
相
関
的
見
方
﹂
で
あ
り
、

そ
の
見
方
は
二
十
世
紀
に
出
現
し
今
日
に
お
い
て
も
発
展
し
続

け
て
い
る
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
多
く
の
言
説
を
特
徴
づ

け
て
い
るい
。
こ
れ
に
加
え
て
池
田
の
エ
ッ
セ
ー
に
見
出
さ
れ
る

の
は
、
自
然
世
界
に
対
す
る
人
間
の
関
係
へ
の
率
直
な
肯
定
で

あ
り
（
彼
は
よ
く
﹁
自
然
と
の
対
話
﹂
と
呼
ん
で
い
る
）、
疎
外

と
断
片
化
の
時
代
に
あ
っ
て
人
間
の
全
体
性
を
復
活
さ
せ
る
た

め
に
、
こ
の
関
係
が
も
つ
か
け
が
え
の
な
い
役
割
で
あ
る
。

　

近
代
化
が
進
ん
で
い
く
過
程
で
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
関

係
に
非
常
に
有
害
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ロ
マ
ン
主
義
運
動

の
﹁
父
﹂
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゲ
ー
テ
（Johann 

W
olgang von G

oethe, 1749 -1982

）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
そ

の
後
の
時
代
に
影
響
を
与
え
た
。
ロ
マ
ン
主
義
の
流
れ
の
な
か

で
登
場
し
て
き
た
多
く
の
詩
人
た
ち
、
そ
れ
に
続
く
近
代
後
期

や
現
代
の
詩
人
た
ち
の
作
品
に
は
、
池
田
の
エ
ッ
セ
ー
に
も
表

れ
て
い
る
一
対
の
テ
ー
マ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

人
間
の
（
自
分
自
身
、
他
者
そ
し
て
自
然
か
ら
の
）
分
断
意
識
、

す
な
わ
ち
経
験
の
分
裂
と
い
う
意
識
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ

て
い
く
こ
と
へ
の
悲
し
み
で
あ
るう
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
実
在
の
全
体
性
に
対
し
て
詩
人
が
も
っ
て
い
る
永
続
的
な

直
観
が
あ
り
、
自
然
の
霊
的
次
元
が
あ
る
。
そ
れ
は
美
に
対
す

る
人
間
の
反
応
と
し
て
、
ま
た
実
存
（
※
︿
＝
訳
注
﹀existence

、

い
わ
ゆ
る
実
存
哲
学
の
文
脈
で
は
な
く
、﹁
現
実
存
在
﹂
と
い
う
ほ
ど
の

意
味
）
の
︽
神
秘
︾
に
遭
遇
し
て
の
畏
敬
と
い
う
反
応
と
し
て
表

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

畏
敬
と
驚
異
の
意
識
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
の
も
の
静
か
な
女

性
の
生
涯
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
現
代
の
環
境
運
動
を
呼

び
起
こ
し
た
人
物
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
（R

achel Louise 
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C
arson, 1907 -1964

）
で
あ
る
。
彼
女
は
か
つ
て
ひ
と
り
の
友
人

に
当
て
た
手
紙
の
な
か
で
、
新
た
な
﹁
原
子
力
科
学
﹂
が
人
類

に
も
た
ら
し
た
前
代
未
聞
の
破
壊
力
に
対
す
る
シ
ョ
ッ
ク
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
私
は
い
ま
、
自
ら
の
眼
と
心
を
開
き

ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
い
ま
私
た
ち
に
見
え
て
き
た
真
理
の
光
の

な
か
で
、
誰
か
が
︽
生
命
︾
に
つ
い
て
書
く
べ
き
時
が
来
た
の

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
思
う
に
、
私
が
い
ま
書
こ
う
と
し

て
い
る
本
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
⋮
⋮
そ
し
て
い
ま
も

感
じ
て
い
ま
す
。︹
技
術
力
の
新
た
な
時
代
︺
へ
と
近
づ
く
に
つ

れ
て
、
人
間
は
傲
慢
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
謙
虚
さ
を

も
っ
て
、
こ
と
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
私
の
古

く
か
ら
の
信
念
を
述
べ
る
べ
き
時
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
そ

し
て
私
は
敬
虔
な
思
い
で
、
こ
う
考
え
る
の
で
す
。（
※
人
間
が

な
に
も
の
か
に
）
驚
異
を
抱
く
余
地
は
い
ま
だ
に
な
く
な
っ
て
は

い
な
い
の
だ
とえ
﹂

　

カ
ー
ソ
ン
が
こ
こ
で
書
こ
う
と
し
て
い
た
本
は
﹃
沈
黙
の
春お
﹄

で
あ
る
が
、
あ
る
批
評
家
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
彼
女
の
数

千
の
言
葉
で
、
世
界
は
新
た
な
方
向
へ
と
舵
を
取
っ
た
の
で
あ

るか﹂。

　
﹁
自
然
と
の
対
話
﹂、
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
、
実
在
の

相
関
的
見
方
。
こ
れ
ら
は
、
近
代
化
の
結
果
と
し
て
、
ま
た
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
の
両
義
的
な
展
開
の
た
だ
中
で
、
多
く
の
人
々
が

取
り
戻
そ
う
と
努
力
し
て
き
た
人
間
的
経
験
の
諸
例
で
あ
る
。

実
際
、
こ
う
し
た
概
念
は
、
近
代
化
の
病
理
に
典
型
的
な
リ
ス

ト
、
す
な
わ
ち
二
元
論
、
主
観
主
義
、
人
間
中
心
主
義
、
人
間

の
自
然
支
配
を
目
的
と
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
優
勢
、
還
元
主

義

─
こ
れ
ら
と
は
対
極
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。﹁
抽

象
﹂
は
、
今
あ
げ
た
病
理
を
二
十
世
紀
の
多
く
の
思
想
家
が
要

約
す
る
さ
い
に
常
用
し
た
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
は
、

現
実
に
つ
い
て
の
真
理
（
そ
こ
に
は
一
個
の
人
間
の
真
実
も
含

ま
れ
る
）
と
豊
か
さ
と
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
﹁
具
体
的
関

係
﹂
の
欠
如
も
し
く
は
否
定
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

　

池
田
大
作
も
、
そ
の
社
会
分
析
に
お
い
て
、﹁
抽
象
の
精
神
﹂

が
、
人
間
と
自
然
の
両
方
の
繁
栄
を
損
な
う
結
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
こ
と
に
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
るき
。
池
田
が
こ
の
概
念

を
使
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・

マ
ル
セ
ル
（G

abriel M
arcel, 1889 -1973

）
の
池
田
独
自
の
読

み
方
に
由
来
す
る
。
マ
ル
セ
ル
の
分
析
は
、
二
十
世
紀
の
前
半
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に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
始
め
ら
れ
た
知
的
・
霊
的
刷
新
の
数
あ
る
実

例
の
な
か
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
れ
は
、
仏
法
者
・
池
田
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
・
マ
ル
セ
ル

と
の
興
味
深
く
、
か
つ
お
そ
ら
く
驚
く
べ
き
一
致
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
現
代
に
な
っ
て
、
圧
倒
的
な
規
模
で
登
場
し
た
例
の

人
間
中
心
主
義
や
二
元
論
の
源
泉
と
し
て
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
て

き
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
かく
？　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
池
田
が
マ
ル
セ
ル
の
哲

学
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。

本
論
の
目
的
：
全
体
性
へ
の
未
知
の
道
を

　
探
し
求
め
る
こ
と

　

現
代
の
環
境
論
の
歴
史
的
発
展
に
お
い
て
ロ
マ
ン
主
義
が
果

た
し
て
き
た
形
成
的
役
割
が
、
し
だ
い
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
西
洋
と
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
思
想
と
の
出

会
い
に
は
、
多
く
の
人
が
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
近
代
的

表
現
に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
相
関
的
世
界
観
を
そ

こ
に
求
め
た
と
い
う
事
実
が
反
映
し
て
い
るけ
。
こ
こ
十
年
の
間

に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
宗
教
間
対
話
は
活
発
に
行
わ
れ
て

き
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
二
十
世
紀
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
、
社
会
、
自
然
の
危
機
に
関
し
て
批
判
さ
れ
る
立
場
で
あ
っ

たこ。
　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
交
流
に
お
け
る
包
括
的
な
テ
ー
マ
が
問
題

に
し
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
−
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
遺
産
の
基
本
的

特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
在
へ
の
二
元
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
簡

明
に
い
え
ば
、
神
の
超
越
へ
の
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。﹁
超
越
﹂
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
−
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
と
そ
の

︽
根
源
︾（︽
絶
対
者
︾、﹁
神
﹂）
と
の
関
係
を
理
解
す
る
う
え
で

も
っ
て
い
る
、﹁
差
異
﹂
な
い
し
﹁
他
者
性
﹂（
同
等
性
と
か
同

一
性
で
は
な
く
）
の
感
覚
を
表
現
し
て
い
る
。
実
は
し
か
し
、

キ
リ
ス
ト
教
の
あ
ら
ゆ
る
流
れ
を
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
観
点
か

ら
再
系
統
化
す
る
う
え
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
超
越
を
強

調
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
む
し
ろ
超
越
と
い
う
こ
と
を
言

わ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
、
神
−
世
界
関
係
が

同
等
な
本
質
を
も
つ
と
い
う
特
徴
、
す
な
わ
ち
﹁
内
在
﹂
と
い

う
概
念
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
内
在
と
い
う
概
念
が

意
味
す
る
こ
と
は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
﹁
あ
な
た
（
神
）

は
、
わ
た
し
の
も
っ
と
も
内
な
る
と
こ
ろ
よ
り
も
、
も
っ
と
内
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に
お
ら
れ
ま
す
﹂（intim

eor intim
o m

eo さ）
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
神
が
被
造
世
界
の
内
奥
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
実
は
、
教
義
的
に
﹁
正
統
な
﹂
キ
リ
ス
ト
教
は
、
神
と

存
在
者
と
の
関
係
を
解
釈
す
る
さ
い
に
、
超
越
と
内
在
（
差
異

と
同
一
性
）
の
双
方
を
つ
ね
に
保
持
し
て
き
た
の
で
あ
るし
。

　

本
論
の
ね
ら
い
は
、
宗
教
の
違
い
を
超
え
た
共
通
の
人
間
主

義
的
な
感
性
を
指
摘
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
分
断
さ
れ
た
関
係

性
と
い
う
課
題
や
﹁
全
体
性
が
喪
わ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
の
意
味

を
と
も
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、﹁
詩
心
﹂

─
今
後
は
、
こ
れ

を
﹁
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る

─

の
復
権
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
分
離
を
克
服
す
る
と
い
う
使
命

を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
思
想
家
で
あ
る
池
田
大
作
が

カ
ト
リ
ッ
ク
の
哲
学
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
な
か
に
世

界
観
の
刺
激
的
な
一
致
点
を
発
見
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
本

論
で
は
こ
の
東
西
の
出
会
い
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
詳
細
に
述

べ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
さ
い
、
共
有
の
人
生
体
験
と
い
う

神
秘
の
核
心
に
お
い
て
両
者
の
伝
統
が
出
会
う
こ
と
を
祝
福
で

き
る
よ
う
期
待
し
た
い
。
内
容
豊
か
な
出
会
い
が
あ
る
た
び
に
、

す
べ
て
の
生
命
の
繁
栄
に
奉
仕
す
る
た
め
に
諸
宗
教
が
協
力
し
、

と
も
に
行
動
す
る
た
め
の
基
盤
を
、
私
た
ち
は
新
た
に
見
出
す

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
池
田
と
マ
ル
セ
ル
と
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
一

致
の
意
義
を
認
識
す
る
に
は
、
両
者
が
も
っ
と
も
大
き
な
対
照

を
示
す
地
点
で
も
、
す
な
わ
ち
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会

い
に
と
っ
て
も
っ
と
も
厄
介
な
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
共
通
の

感
性
が
い
か
に
実
際
に
見
出
さ
れ
る
か
を
示
し
、
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
宗
教
間
の
相
互
理
解
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
困
難
な
地
点
と
い
う
の
は
、
究
極
的
実
在
の

性
質
を
キ
リ
ス
ト
教
が
理
解
す
る
さ
い
の
﹁
超
越
（
差
異
、
他

者
性
）﹂
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
私
た
ち
の
目
的
は
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
と
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
両
者
と
も
さ
ん
ざ
ん
誤
っ
て
理
解

し
て
き
た
﹁
人
間
の
全
体
性
を
回
復
す
る
道
﹂
に
光
を
投
じ
て
、

新
た
に
そ
の
道
を
拓
い
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
山
本
修
一
と
桑

原
ビ
ク
タ
ー
伸
一
は
、
宗
教
の
弊
害
が
も
っ
と
も
顕
著
に
現
れ

て
い
る
こ
の
よ
う
な
時
代
に
は
﹁
宗
教
哲
学
の
否
定
的
側
面
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
社
会
貢
献
を
強
調
す
る
方
が
よ
り
有
益

で
あ
ろ
うす
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
本
論
は
、
生
命
の
全
体
性
と
繁
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栄
へ
通
ず
る
道
と
し
て
﹁
差
異
﹂（﹁
同
一
性
﹂
と
は
対
照
的
に
）

の
宗
教
的
理
解
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
に
あ

た
っ
て
、
私
た
ち
は
創
価
学
会
の
知
的
伝
統
の
な
か
で
解
釈
さ

れ
て
き
た
﹁
法
華
経
と
日
蓮
の
仏
教
﹂
と
開
か
れ
た
対
話
を
行

い
た
い
。
池
田
が
マ
ル
セ
ル
と
の
一
致
を
見
出
し
た
こ
と
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
創
価
学
会
の
歴
代
会
長
（
牧
口
、
戸
田
、

池
田
）
は
、
欧
米
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
哲
学
の
熱
心
な
読

者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
思
想
は
仏
教
と
キ
リ
ス

ト
教
と
の
出
会
い
の
成
果
を
示
す
好
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
哲

学
的
運
動
は
創
価
学
会
の
知
的
伝
統
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
。
そ
れ
と
同
様
の
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
哲
学
的
諸

動
向
に
つ
い
て
、
本
論
は
そ
の
継
続
的
な
比
較
研
究
を
助
長
し

た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
く
に
本
論
が
求
め
る
の
は
、
比
較
神
学せ
の
方
法
を
介
し
て
、

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
な
ら
び
に
創
価
学
会
の
敬
虔
な
信

仰
者
・
研
究
者
の
間
に
宗
教
間
の
理
解
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
両
者
の
伝
統
に
体
現
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、

創
価
学
会
の
信
仰
的
伝
統
と
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
信
仰
的
伝
統

は
、
生
き
た
宗
教
体
験
と
し
て
互
い
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
の
さ
い
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
実
践
に
携
わ
り
な

が
ら
も
、
互
い
の
交
流
を
求
め
、
学
び
あ
う
こ
と
で
よ
り
良
く

変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
間

の
差
異
と
共
通
性
の
た
だ
中
に
お
け
る
﹁
知
解
を
求
め
る
信
仰
﹂

（﹁
神
学
﹂
の
一
般
的
定
義
）
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
わ
け
で
、

こ
れ
は
ほ
ん
の
第
一
歩
に
す
ぎ
な
い
が
、﹁
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ

ン
ダ
ー
﹂
の
比
較
神
学
に
向
け
て
、
予
備
的
考
察
を
行
う
こ
と

に
し
よ
う
。

形
而
上
学
の
刷
新
と
詩
心
＊

　
　

＊
存
在
（B

eing

）、
神
秘
（M

ystery

）、
究
極
的
実
在
（U

ltim
ate 

R
eality

）、
生
命
力
（Life Force

）、
神
（G

od

）、
根
源
（Source

）

等
と
い
っ
た
概
念
を
大
文
字
で
表
記
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
概

念
が
宗
教
的
用
法
で
使
用
さ
れ
た
さ
い
に
含
ま
れ
る
究
極
性
あ

る
い
は
超
越
と
い
う
意
味
を
読
者
に
喚
起
さ
せ
る
た
め
で
あ

る
。（
※
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
二
重
か
ぎ
括
弧
︽
︾
で
括
っ

た
）。

　

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
的
著
作
に
親
し
ん
で
い
る

読
者
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
池
田
が
マ
ル
セ
ル
を
自
ら
と
一
致
し
た
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感
性
を
も
つ
思
想
家
だ
と
見
な
し
た
か
、
容
易
に
読
み
取
れ
る

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
マ
ル
セ
ル
は
哲
学
的
問
い
を
現
代

の
疎
外
の
た
だ
中
に
生
き
る
人
間
の
具
体
的
な
生
活
体
験
へ
と

戻
す
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
るそ
。
彼
が
行
っ
た
の
は
、

実
存
の
神
秘
に
関
す
る
自
覚
（︽
存
在
︾
の
︽
神
秘
︾
の
感
覚
）

が
現
代
に
は
喪
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
哲
学
的
省
察
で

あ
っ
た
。
マ
ル
セ
ル
が
、
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
な
か
で
主
張
し
た
こ
と
は
、
人
間
は
︽
存
在
︾
の
超
越

的
︽
神
秘
︾
を
必
要
と
し
、
そ
れ
を
内
在
的
に
志
向
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
が
そ
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
よ

り
大
き
な
宇
宙
の
神
秘
を
自
身
が
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
と
、

も
は
や
気
づ
き
も
し
な
い
ほ
ど
人
間
が
自
閉
的
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
は
現
代
に
お
け
る
一
種
の
人
間
性
喪

失
と
い
う
悲
劇
の
犠
牲
者
な
の
だ

─
そ
う
マ
ル
セ
ル
は
考
え

て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
いた
。﹁
抽
象
化
の
精
神
﹂
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
関
係
の
な
か
で
も
第
一
に
し
て
最
も
基
本
的
な
関
係

か
ら
、
つ
ま
り
他
の
す
べ
て
の
関
係
の
背
景
と
起
源
を
形
づ
く

る
関
係
で
あ
る︽
究
極
的
神
秘
︾︽
存
在
︾︽
生
命
︾に
対
す
る
関
係

か
ら
人
間
を
分
離
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

具
体
的
な
生
活
体
験
に
基
づ
い
て
研
究
す
る
こ
の
哲
学
者
は
、

抽
象
化
の
精
神

─
基
本
的
に
は
現
代
の
二
元
論
と
人
間
中
心

主
義
と
に
集
約
さ
れ
る
精
神

─
と
﹁
闘
っ
た
﹂
の
で
あ
るち
。

　

マ
ル
セ
ル
と
池
田
と
の
一
致
点
は
、
本
論
に
含
ま
れ
る
多
く

の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
最
初
の
も
の
を
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

真
に
相
関
的
な
世
界
観
を
復
活
す
る
に
は
、﹁
超
越
﹂
と
い
う
概

念
の
回
復
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
、
こ
の
二
人
の
思
想

家
が
承
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
の
超
越

体
験
が
回
復
す
る
に
つ
れ
て
、
私
た
ち
は
︽
存
在
の
神
秘
︾
に

も
う
一
度
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
︽
存
在
の
神
秘
︾
は
、
私

た
ち
自
身
の
生
命
と
一
致
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
個
々
の

存
在
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
︽
存

在
の
神
秘
︾
は
存
在
す
る
す
べ
て
を
包
み
込
み
な
が
ら
も
、
各
々

の
存
在
者
に
お
い
て
出
会
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
超
越
と
は

つ
ま
り
、
私
た
ち
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
、
個
々
の
生

命
を
絶
え
ず
超
え
て
い
る
と
い
う
、
基
本
的
意
味
で
は
﹁
他
者
﹂

で
あ
る
と
こ
ろ
の
︽
存
在
︾
の
︽
究
極
的
神
秘
︾
の
体
験
な
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
﹁
常
に
個
々
の
存
在
よ
り
も
大
き
い
﹂︽
存

在
の
神
秘
︾
を
私
た
ち
が
否
定
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
﹁
抽
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象
化
の
精
神
﹂
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
な
ん
ら
か
の

拒
絶
の
形
式
に
よ
っ
て
の
み
、
私
た
ち
は
自
分
自
身
の
存
在
の

︽
根
源
︾
そ
の
も
の
に
対
す
る
﹁
支
配
力
﹂
を
無
謀
に
も
ふ
る
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
︽
存
在
の
神
秘
︾

は
私
た
ち
を
超
え
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、︽
存
在
︾
は
私
た
ち
に

と
っ
て
も
っ
と
も
親
し
く
、
私
た
ち
自
身
の
も
っ
と
も
内
奥
に

あ
る
こ
と
に
、
私
た
ち
は
気
づ
く
。
事
実
、︽
存
在
︾
と
は
、
私

た
ち
に
内
在
し
て
い
る
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
生
命
そ
れ
自
体
な

の
で
あ
る
。

　

同
一
性
と
差
異
性
、
同
類
性
と
他
者
性
と
の
存
在
論
的
弁
証

法
は
、
仏
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
出
会
い
に
お
い
て
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
、
何
回
も
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
て
き
た
概
念
的

基
礎
で
あ
る
。
記
述
的
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、︽
存
在
の

神
秘
︾
体
験
は
、︽
宇
宙
生
命
︾︽
生
命
力
︾︽
究
極
的
実
在
︾
そ

し
て
︽
仏
性
︾
と
い
っ
た
大
乗
仏
教
の
概
念
に
類
似
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
存
在
論
的
弁
証
法
の
特

質
は
と
り
わ
け
、
法
華
経
と
比
較
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

い
う
の
も
法
華
経
に
お
い
て
は
、
妙
法
蓮
華
経
に
よ
っ
て
︽
究

極
的
実
在
︾
の
名
称
が
表
示
さ
れ
、
さ
ら
に
妙
法
と
は
︽
究
極

的
実
在
︾
の
発
動
で
あ
り
、
現
象
世
界
で
の
そ
の
顕
現
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
周
知
の
よ
う
に
、﹁
妙
法
と
い
う
言
葉
は
︽
究

極
的
実
在
︾
と
そ
の
顕
現
で
あ
る
現
象
世
界
と
が
本
質
的
に
一

体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
﹂、
蓮
華
は
﹁
原
因
と
結
果
と
の
同
時

性つ
﹂
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仏
教
の
実
践
者
は
、
こ
の

一
体
性
、
同
一
性
、
同
時
性
を
絶
え
ず
覚
知
し
て
い
よ
う
と
努

め
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
徒

の
相
関
的
な
世
界
観
の
基
盤
で
あ
り
、
実
在
と
そ
の
全
体
性
と

が
一
致
す
る
こ
と
へ
の
自
覚
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
や
は
り
、
マ
ル
セ
ル
は
仏
教
徒
で
は
な
い
し
、
事
実
、

彼
は
二
十
世
紀
の
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
者
、
神
学
者
、
著
述
家
た

ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、︽
究
極
的
実
在
︾
と
現

象
世
界
へ
の
そ
の
顕
現
と
の
弁
証
法
は
、︽
実
在
︾
の
一
性
（
実

在
の
究
極
的
な
表
現
）
に
至
る
道
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
意
図
的
に
、
差
異
性
、
区
別
性
、
超
越
性
と

い
う
側
面
を
保
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
世
界
観
を
通
し

て
、
彼
ら
は
現
代
の
危
機
に
取
り
組
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、
私
た
ち
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
直
面
す
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
は
、
現
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代
の
二
元
論
と
人
間
中
心
主
義
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
歴
史
に
お
け
る
哲
学
的
省
察
の
基
本
的
方
法
、
つ
ま

り
形
而
上
学
を
刷
新
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
形
而
上
学
と

い
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
探
究
方
法
の
な
か
で
も
っ
と
も
﹁
抽
象
的

な
﹂
な
も
の
と
私
た
ち
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
か
？　

形
而
上
学

は
事
実
、
現
れ
て
き
た
近
代
の
矛
盾
（
と
悲
痛
）
を
証
明
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
現
代
哲
学
の
多
く
は
、
キ
リ
ス
ト
教
哲

学
の
﹁
不
完
全
な
﹂
時
代
に
対
す
る
反
動
と
し
て
描
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
形
而
上
学
的
言
い
回
し
と
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ

ス（Thom
as de A

quino, 1225 -1274

）の
功
績
に
表
れ
て
い
る
よ

う
な
全
体
的
総
合
（
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
哲
学
遺
産
と
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
と
の
総
合
）
か
ら
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
も
の
な
の
だ
と
。

　

二
十
世
紀
は
形
而
上
学
の
﹁
破
壊
﹂
と
﹁
克
服
﹂
が
要
求
さ

れ
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
形
而
上
学
の
刷
新
が
企

図
し
て
い
た
の
は
、
形
而
上
学
が
も
と
も
と
そ
う
で
あ
っ
た
、

体
験
に
基
づ
い
た
全
存
在
的
探
求
、
す
な
わ
ち
︽
存
在
の
神
秘
︾

と
の
驚
異
に
満
ち
た
出
会
い
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
刷
新
が
蘇
生
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
﹁
詩
心
﹂

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
第
一
に
、
驚
異
と
い
う
自
身

の
遺
産
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
異
議
を
申
し
立
て

る
た
め
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
近
代
後
期
の
社
会
に
お
け
る
疎

外
と
分
断
と
い
う
経
験
を
癒
す
た
め
で
あ
り
、
つ
ま
り
キ
リ
ス

ト
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
最
善
の
か
た
ち
で
貢
献
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
的
分
野
を
刷
新
し
よ
う
と
す

る
努
力
は
、
二
十
世
紀
前
半
の
四
十
年
間
を
通
じ
て
継
続
的
に

行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
の
大
々
的
で
し

か
も
公
式
な
刷
新
、
す
な
わ
ち
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
（1962 -

1965

）
へ
の
道
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

公
会
議
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
内
部
の
改
革
と
刷
新

に
着
手
し
た
だ
け
で
な
く
、
一
種
の
普
遍
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
し
て
﹁
人
間
で
あ
る
と
い
う
神
秘
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

ま
た
世
界
が
今
日
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
に
共
同
し
て
取
り
組

む
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
話
し
か
け
るて
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
固
有
の
宗
教
世
界
観
に
基
づ
い
た
﹁
人
類
へ
の
奉

仕
を
提
供
﹂
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
而
上

学
に
お
け
る
刷
新
の
深
い
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
現
在
の
ロ
ー
マ
法

皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
の
教
説
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
最
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近
の
回
勅
﹃
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
﹄（C

aritas in Veritate

）
が

は
っ
き
り
と
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
、
個
人
は
す
べ
て
の
実
在

と
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
の
理
解
を
基
盤
に
し

た
普
遍
的
倫
理
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
根

本
的
に
相
関
的
な
世
界
観
を
市
場
経
済
、
行
政
、
市
民
社
会
へ

と
適
用
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ると
。

　

形
而
上
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
刷
新
の
意
義
、
す
な
わ
ち
差

異
、
超
越
、
区
別
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
た
実
在
の
相
関
的

な
見
方

─
こ
れ
は
、
全
体
性
に
至
る
た
め
の
い
ま
ま
で
考
え

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
道
を
示
す
見
方
と
い
う
こ
と
だ
が

─
そ

の
も
つ
意
義
を
概
観
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
二
人
の
カ
ト
リ
ッ

ク
の
哲
学
者
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
一
人
目
は
、
ハ
ン
ス
・
ウ
ル

ス
・
フ
ォ
ン
・
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
（H

ans U
rs von B

althasar, 1905 -

1988

）
で
あ
る
。
彼
は
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
の
期
間
中
も
そ

の
前
後
も
執
筆
活
動
を
続
け
た
ス
イ
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
者

に
し
て
神
学
者
で
あ
る
。
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
前
ロ
ー
マ
法
皇
ヨ

ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
か
ら
敬
愛
さ
れ
て
い
た
し
、
さ
ら
に
は
後

に
現
法
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
と
な
る
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ

テ
ィ
ン
ガ
ー
と
は
古
く
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、
共
同
研
究
者
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
全
体
性
の
形
而
上
学
と
セ
ン

ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
の
感
性
と
を
復
権
し
よ
う
と
す
る
彼
の

仕
事
は
、
両
法
皇
の
教
説
に
多
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
わ

け
で
あ
る
。
二
人
目
の
哲
学
者
は
、
ケ
ネ
ス
・
Ｌ
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
（K

enneth L. Schm
itz

）
博
士
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学

者
と
し
て
の
彼
の
特
筆
す
べ
き
キ
ャ
リ
ア
は
公
会
議
の
終
了
後

数
十
年
に
も
及
ぶ
の
だ
が
、
彼
の
近
著
﹃
驚
異
の
回
復
﹄（The 

Recovery of W
onder

）
は
、
私
た
ち
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
し
て

簡
に
し
て
要
を
得
た
導
入
と
深
い
分
析
を
提
供
し
て
く
れ
るな
。

「
四
つ
一
組
の
区
別
」
と
驚
異
の
回
復

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
改
革
に
お
い
て
形
而
上
学
を
刷
新
し
よ
う
と

し
た
者
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー

（M
artin H

eidegger, 1889 -1976

）
の
批
判
、
す
な
わ
ち
形
而
上

学
を
そ
の
土
台
か
ら
壊
す
よ
う
な
批
判
を
深
刻
に
受
け
止
め
た
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
存
在
−
神
学
﹂
と
し
て
の
形
而
上
学
を
、
キ

リ
ス
ト
教
思
想
史
に
お
け
る
お
そ
ら
く
最
悪
の
失
敗
の
一
つ
と

し
て
（
神
を
他
の
存
在
者
の
中
の
一
存
在
へ
と
還
元
さ
せ
、
キ

リ
ス
ト
教
思
想
を
神
の
不
可
解
性
の
戯
画
に
し
て
し
ま
っ
た
と
）
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繰
り
返
し
厳
し
く
告
発
し
た
の
で
あ
るに
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
、

西
洋
哲
学
に
お
け
る
﹁
存
在
忘
却
﹂
の
系
譜
学
の
大
部
分
は
、

彼
の
技
術
批
判
と
同
様
、
基
本
用
語
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
挑
戦
は
実
際
、
詩
心
を
復

権
す
る
挑
戦
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
うぬ
。
し
か

し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
感
性
に
と
っ
て
は
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
︽
存
在
︾
の
哲
学
的
復
権
は
、（
彼
が
技
術
社

会
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
警
告
し
て
は
い
て
も
）
最
終
的
に

は
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
結
果
、

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
よ
う
な
思
想
家
が
論
難
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
目
的
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
批
判
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
﹁
防
護
す
る
﹂
こ
と
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
目
的
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

﹁
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
は
形
而
上
学
的
驚
異
を
復
権
さ
せ
る
た
め
の

現
代
の
最
も
有
望
な
努
力
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク

形
而
上
学
は
自
己
自
身
の
刷
新
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と

主
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
たね
。

　

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
西
洋
に
お
け
る
形
而
上
学
の
歴
史
に
関
す

る
多
く
の
分
析の
の
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
に
問
う
。︽
存
在
︾
の

輝
き
に
つ
い
て
の
あ
の
古
典
的
経
験
は
、
幾
世
紀
を
経
る
う
ち

に
、
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

─
︽
存
在
︾
の
形
而
上
的

深
み
と
神
の
顕
現
と
し
て
の
宇
宙
を
前
に
驚
異
の
念
を
抱
い
た

キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
古
代
人
の
態
度
に
始
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教

哲
学
の
発
展
、
近
代
の
到
来
、
そ
の
﹁
人
類
学
的
転
換
﹂
を
経
て
、

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
時
代
に
至
る
な
か
で
、
と
。
彼
の
答
え
は
、

次
の
よ
う
な
よ
く
知
ら
れ
た
簡
潔
な
言
葉
に
要
約
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
﹁
西
洋
形
而
上
学
の
王
国
﹂
は
︽
存
在
︾
忘
却
、

︽
神
︾
忘
却
と
い
う
喪
失
の
歴
史
の
証
人
で
あ
る
と
。
バ
ル
タ
ザ

ー
ル
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
実
在
の
対
話
的
構
造
を
受
容
し
、
心

を
開
き
、
驚
異
の
念
を
も
つ
と
い
う
態
度
は
、
近
代
の
﹁
人
類

学
的
還
元は
﹂、
す
な
わ
ち
も
と
も
と
（
※
対
話
的
で
な
く
）
独
白
的

で
あ
り
、
ま
す
ま
す
そ
う
な
っ
て
き
た
人
間
中
心
主
義
に
よ
っ

て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
経
験
に
つ
い
て
の

第
一
に
し
て
根
本
的
な
問
い
、
す
な
わ
ち
﹁
そ
も
そ
も
、
ど
う

し
て
何
も
の
か
が
あ
り
、
無
で
は
な
い
の
か
﹂
と
い
う
正
真
正

銘
の
形
而
上
学
的
問
い
へ
と
私
た
ち
を
引
き
戻
し
た
点
に
お
い

て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
正
し
い
、
とひ
。
こ
の
問
い
が
表
す
驚
異
へ
の
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根
本
的
応
答
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
身
の
有
限
性
と
偶
然
性
と

い
う
冷
厳
な
神
秘
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
驚

異
は
同
様
に
容
赦
な
い
選
択
の
前
に
人
間
を
立
た
せ
る
。
す
な

わ
ち
真
な
る
超
越
、
実
在
の
対
話
的
構
造
を
受
け
入
れ
や
す
い

よ
う
に
開
か
れ
て
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
︽
存
在
の
神
秘
︾
を

人
間
は
制
御
で
き
る
の
だ
と
主
張
し
て
、
有
限
性
と
い
う
こ
の

﹁
問
題
﹂
を
、
と
も
か
く
﹁
解
決
﹂
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
絶
え

間
な
い
誘
惑
を
受
け
入
れ
る
の
か
、
と
い
う
選
択
で
あ
る
。
こ

こ
に
マ
ル
セ
ル
が
﹁
抽
象
の
精
神
﹂
と
呼
ん
だ
も
の
に
向
か
っ

て
い
く
軌
道
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

し
か
し
﹁
実
在
の
対
話
的
構
造
﹂
と
い
う
よ
う
な
コ
ン
セ
プ

ト
を
、
ど
う
す
れ
ば
擁
護
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
は
単
に
、

も
う
ひ
と
つ
の
形
而
上
学
的
抽
象
で
あ
り
、
た
だ
の
空
想
的
観

念
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
？　

し
か
し
実
は
、
実
在
の
対

話
的
構
造

─
そ
れ
は
実
在
の
相
関
的
構
造
を
意
味
す
る

─

は
、
体
験
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
具
体
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
驚
く
べ
き
転
回
を
し
、
単
純
性
の
方

向
へ
と
舵
を
切
る
。
す
な
わ
ち
実
在
の
対
話
的
構
造
と
は
人
間

生
命
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
は
洗
練
さ
れ

た
学
問
的
用
語
か
ら
で
は
な
く
、
だ
れ
も
が
も
つ
貴
重
な
幼
児

体
験
か
ら
始
ま
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

形
而
上
学
の
刷
新
と
、
驚
異
の
回
復
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
可

能
な
経
験
を
反
映
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
人
間
の
実

体
験
に
即
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
が
、
相
関
性
に
つ
い
て
の
こ
の

基
本
的
体
験
を
、
実
在
の
構
造
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
描
い
て

い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
﹁
世
界
と
い
う
場
で
、
ま
た
他
の
存
在
者
の
無
限
の
共
同
体

の
な
か
で
、
私
が
自
分
自
身
を
発
見
す
る
と
い
う
事
実
は
、

と
て
つ
も
な
く
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
世
界
に
あ
る
い
か

な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

⋮
⋮
︹
子
ど
も
の
︺﹃
我
﹄
は
、﹃
汝
﹄
を
経
験
す
る
な
か
で

目
覚
め
る
。
つ
ま
り
子
ど
も
は
母
親
の
微
笑
み
に
よ
っ
て
目

覚
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
微
笑
を
通
じ
て
、
子
ど
も
は
、
自

分
が
抱
擁
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
、
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
る
。
自
分
に
は
理
解
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
す
で
に
現
実

で
あ
り
、
包
ま
れ
、
護
ら
れ
、
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
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絆
の
な
か
で

─
。
子
ど
も
が
寄
り
添
っ
て
い
く
身
体
。
優

し
く
て
、
温
か
く
、
は
ぐ
く
ん
で
く
れ
る
キ
ス
。
そ
れ
は
、

子
ど
も
が
安
心
し
て
身
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
愛
の
キ
ス
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
は
生
ま
れ
出
る
前
か
ら
そ
こ
で
護
ら
れ

て
き
た
の
だ
か
ら
。
子
ど
も
の
意
識
の
目
覚
め
と
い
う
も
の

は
、
底
知
れ
ぬ
深
淵
と
い
う
根
源
的
な
神
秘
よ
り
も
遅
れ
て

や
っ
て
く
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
子
ど
も
に
わ
か
る
こ
と
は
、

何
か
が
ず
っ
と
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
確
認

す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ず
っ
と
眠
り
に
つ
い

て
い
た
光
が
、
目
覚
め
の
光
、﹃
我
﹄
を
自
覚
す
る
光
へ
と
変

わ
る
。
し
か
し
子
ど
も
は
﹃
汝
﹄
の
子
宮
の
な
か
で
、
汝
の

胸
の
う
ち
で
ず
っ
と
眠
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
汝
の
愛
に
よ

っ
て
こ
そ
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
護
ら
れ
、
抱
擁
し
て
く
れ

る
世
界
へ
と
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
経
験
は
、
出
現

し
、
成
長
し
、
成
熟
し
て
い
く
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
と
っ
て
、

な
に
も
の
に
も
ま
さ
る
経
験
で
あ
る
。
⋮
⋮︹
子
ど
も
が
︺︽
存

在
︾（Sein

）
と
人
間
の
実
存
（D

asein

）
を
、
神
の
恩
寵
の

計
り
知
れ
な
い
光
と
し
て
経
験
す
る
と
い
う
事
実
は
、
子
ど

も
が
な
ぜ
遊
ぶ
の
か
と
い
う
理
由
で
も
あ
る
⋮
⋮
子
ど
も
が

自
分
で
遊
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う

経
験
（
実
存
と
い
う
贈
り
も
の
を
受
け
取
る
こ
と
）
が
、
存

在
の
王
国
で
子
ど
も
が
最
初
に
知
る
経
験
だ
か
ら
で
あ
る
。

子
ど
も
が
﹃
存
在
す
る
﹄
の
は
、
愛
の
対
象
と
し
て
、
そ
こ

に
加
わ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
あ
るふ
﹂

　

母
親
の
微
笑
に
よ
っ
て
目
覚
め
る
最
初
の
経
験
に
は
﹁
な
に

も
の
に
も
ま
さ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
﹂。
す
な
わ
ち
﹁
思
い

の
ま
ま
に
、
ど
こ
で
で
も
転
げ
回
っ
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う
、

慈
愛
深
く
開
か
れ
た
（
※
自
分
を
包
む
）
全
体
が
あ
る
﹂
と
気
づ

き
、
自
分
を
﹁
遊
ぶ
た
め
の
存
在
﹂
と
自
覚
す
る
。
こ
う
い
う

始
原
の
目
覚
め
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
るへ
。

　

私
た
ち
の
出
発
点
と
存
在
同
士
の
交
流
関
係
に
つ
い
て
の
始

原
の
経
験
。
そ
れ
は
、︽
究
極
的
実
在
︾
の
対
話
的
・
相
関
的
構

造
の
顕
現
、︽
存
在
︾
が
そ
こ
か
ら
発
す
る
と
こ
ろ

─
す
な
わ

ち
神
の
本
性
の
顕
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

幼
少
期
に
は
、
こ
う
し
た
他
者
性
の
弁
証
法
と
相
関
性
に
つ

い
て
の
基
本
的
体
験
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
が
詩
心
の
復
権

と
形
而
上
学
的
省
察
へ
の
出
発
点
と
な
る
。
こ
の
点
を
は
っ
き
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り
さ
せ
る
た
め
に
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
こ
こ
で
あ
る
一
人
の
思

想
家
の
遺
産
を
と
り
あ
げ
る
。
池
田
大
作
に
与
え
た
そ
の
思
想

家
の
影
響
は
も
う
一
つ
の
深
遠
な
一
致
を
示
し
て
い
る
が
、
そ

の
人
物
こ
そ
ゲ
ー
テ
で
あ
る
。

　

実
際
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
神
学
と
哲
学
に
対
す
る
彼
独
自
の

研
究
方
法
を
問
わ
れ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
な
か
で
、
自
分
の
方

法
の
本
質
を
ゲ
ー
テ
と
い
う
一
つ
の
名
前
に
集
約
し
て
い
るほ
。

ゲ
ー
テ
独
特
の
言
葉
づ
か
い
を
想
起
さ
せ
る
用
語
で
も
っ
て
、

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
子
ど
も
が
自
己
意
識
へ
と
目
覚
め
て
い
く
こ

と
を
﹁
四
つ
一
組
の
区
別
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
描
写
し
て
い
る
。

ゲ
ー
テ
と
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
に
と
っ
て
、︽
存
在
の
神
秘
︾、
実
存

に
関
す
る
私
た
ち
の
具
体
的
な
経
験
は
、
両
極
性
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
、
関
係
に
お
け
る
他
者
性
と
し
て
示
さ
れ
る
。
バ
ル
タ
ザ

ー
ル
は
︽
存
在
︾
の
構
造
を
構
成
す
る
四
つ
の
基
本
的
な
﹁
区
別
﹂

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
（
１
）
自

己
と
他
の
存
在
者
と
の
区
別
、（
２
）︽
存
在
︾
と
す
べ
て
の
存

在
者
と
の
区
別
、（
３
）
本
質
（essentia

）
と
存
在
（esse

）
と

の
区
別
、（
４
）
神
と
世
界
と
の
区
別
、
こ
の
四
つ
で
あ
る
。
さ

て
こ
こ
で
形
而
上
学
的
区
別
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ

を
通
し
て
、
子
ど
も
の
目
覚
め
に
つ
い
て
も
う
一
度
検
証
し
て

み
よ
う
。

　

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
も
し
﹁
は
じ
め
に

言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
愛
を
与
え
て
く
れ
る
﹃
汝
﹄

が
﹃
我
﹄
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
呼
び
起
こ
し

に
主
観
的
に
関
連
す
る
の
は
、
他
者
と
世
界
と
を
発
見
す
る
さ

い
に
生
じ
た
驚
異
の
始
原
の
経
験
な
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
の

中
で
、
そ
の
世
界
を
通
じ
て
、
自
己
は
自
己
意
識
へ
と
目
覚
め

て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
驚
異
を
形
而
上
学
的
に
省
察
す
れ
ば
、
四
つ
一
組
の
区

別
の
第
一
ス
テ
ー
ジ
を
発
見
す
る
可
能
性
が
開
く
。
つ
ま
り
、

自
己
と
他
者
と
の
間
に
伴
う
関
係

─
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
に
と
っ

て
は
＂
母
親
の
愛
に
満
ち
た
微
笑
に
よ
っ
て
目
覚
め
た
子
ど
も
＂

が
そ
の
範
型
で
あ
る
が

─
そ
の
関
係
に
お
け
る
差
異
を
認
識

す
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
者

と
の
関
係
の
な
か
で
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の

こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
他
の
す
べ
て
の

有
限
な
存
在
者
は
︽
存
在
︾
と
の
同
一
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
す
べ
て
の
も
の
が
︽
存
在
︾
に
与あ

ず

か
っ
て
い
る
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、︽
存
在
︾
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

第
二
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、︽
存
在
︾
と
存
在
者
と
の
区
別

が
認
識
さ
れ
る
が
、
た
と
え
存
在
者
が
そ
の
現
実
性
に
関
し
て

︽
存
在
︾
に
依
存
し
て
い
る
に
し
て
も
、︽
存
在
︾
そ
れ
自
体
が

現
実
的
な
も
の
に
な
る
の
は
存
在
者
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と

い
う
こ
と

─
そ
の
さ
い
、︽
存
在
︾
と
存
在
者
そ
れ
ぞ
れ
の
非

自
存
性
、
依
存
性
、
偶
然
性
を
示
し
な
が
ら

─
が
明
ら
か
に

な
る
。

　

こ
の
非
自
存
性
、︽
存
在
︾
と
存
在
者
と
の
相
互
依
存
性
に
よ

っ
て
第
三
ス
テ
ー
ジ
へ
と
い
た
る
。
こ
こ
で
は
本
質
（essentia

）

と
存
在
（esse

）
と
の
区
別
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
世
界

の
本
質
的
形
式
と
実
質
は
、
そ
れ
が
い
か
に
豊
か
で
複
雑
で
美

し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
起
源
を
非
自
存
性
の
︽
存
在
︾
に

求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
﹁
ど
う
し
て
何
か
が
存
在
す
る
の
か
﹂
と
い
う
神
秘
に
対
す
る

驚
異
は
四
番
目
の
区
別
、
す
な
わ
ち
最
終
的
に
し
て
決
定
的
な

区
別
を
開
示
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
非
自
存
的
な
︽
存
在
︾

と
存
在
者
と
が
と
も
に
与
か
る
＂︽
存
在
︾
の
無
限
に
し
て
自
存

す
る
︽
根
源
︾＂
へ
の
直
観
で
あ
る
。
そ
の
︽
根
源
︾
の
現
前
（
内

在
）
と
実
相
は
、︽
存
在
︾
と
存
在
者
の
神
秘
、
美
、
善
性
と
し

て
﹁
そ
の
姿
を
映
す
﹂（im

ago D
ei

）
が
、
し
か
し
そ
う
で
あ
っ

て
も
、
無
限
な
る
も
の
と
し
て
の
こ
の
︽
根
源
︾
は
、
よ
り
大

き
な
︽
絶
対
的
神
秘
︾（
超
越
）
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
他

者
性
と
い
う
基
本
的
関
係
が
指
向
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
実
存

(existence)

の
対
話
的
に
し
て
相
互
関
係
的
な
構
造
、
す
な
わ
ち

︽
愛
︾
に
包
ま
れ
た
私
た
ち
の
︽
起
源
︾
と
し
て
経
験
さ
れ
る
関

係
で
あ
り
、
ま
た
神
を
三
−
一
性
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
理
解

と
し
て
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
バ
ル
タ
ザ
ー

ル
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。﹁
三
位
一
体
の
教
義
に
お
い

て
は
、
神
は
一
で
あ
り
、
善
、
真
そ
し
て
美
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
神
は
本
質
的
に
︽
愛
︾
で
あ
り
、︽
愛
︾
は
一
と
他
を
、
そ
し

て
両
者
の
一
性
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。︹
神
の
本
質

が
、
差
異
に
お
け
る
一
性
で
あ
れ
ば
︺︹
世
界
の
︺
他
者
性
は
堕

落(fall)
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、

神
を
映
す
像
な
の
で
あ
るま
﹂

　

以
上
述
べ
た
す
べ
て
に
お
い
て
理
解
で
き
る
の
は
、
バ
ル
タ

ザ
ー
ル
が
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
形
式
﹂（
※
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analogia entis

、﹁
存
在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
﹂
と
訳
さ
れ
る
。
つ
ま
り
神
の

存
在
と
被
造
物
の
存
在
の
存
在
論
的
関
係
を
表
示
す
る
中
世
哲
学
の
概

念
）
を
刷
新
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、︽
存
在
︾

の
構
造
に
関
す
る
私
た
ち
の
経
験
上
の
区
別
が
、
相
互
関
係
性

の
真
実
性
と
、（
究
極
的
に
は
神
−
世
界
関
係
に
お
け
る
）
差
異

が
も
つ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
と
、︽
存
在
︾
の
真
の
意
味
と
し
て

の
﹁
愛
﹂
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
る
他
者
性
す
な
わ
ち
非
同

一
性
と
を
示
し
、
か
つ
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
自
然
」
と
「
人
間
の
全
体
性
」
と
の
対
話

　

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
﹁
四
つ
一
組
の
区
別
﹂
に
お
い
て
、
実
在

の
相
互
関
係
的
構
造
に
関
す
る
ゲ
ー
テ
の
基
本
的
理
解
に
言
及

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
両
極
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、

ゲ
ー
テ
が
﹁
形
態
学
﹂
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ゲ

ー
テ
の
﹁
全
体
を
見
る
﹂
方
法
で
あ
り
、
と
く
に
自
然
の
生
き

て
い
る
形
を
見
る
な
か
で
出
会
っ
た
存
在
の
神
秘
へ
と
畏
敬
の

念
を
も
ち
な
が
ら
接
近
し
て
い
く
方
法
で
あ
っ
た
。
ゲ
オ
ル
ク
・

ジ
ン
メ
ル
（G

eorg Sim
m

el, 1858 -1918

）
は
、
実
在
の
相
互
関

係
的
構
造
に
対
す
る
ゲ
ー
テ
の
研
究
に
つ
い
て
﹁
現
象
そ
れ
自

体
の
内
部
に
あ
る
主
観
的
原
理
と
客
観
的
原
理
の
結
合
、
自
然

と
精
神
と
の
結
合
［
へ
の
探
究
］
で
あ
るみ
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

現
代
科
学
の
方
法
の
機
械
的
で
還
元
主
義
的
な
特
徴
を
ゲ
ー
テ

が
拒
絶
し
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
同
様
に
観
念
論
者
が
抱
い
て

い
る
根
本
的
に
人
間
中
心
的
﹁
体
系
﹂（
ヘ
ー
ゲ
ル
や
フ
ィ
ヒ
テ

の
思
想
は
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
に
と
っ
て
は
宇
宙
を
﹁
人
間
の
姿

を
し
た
も
の
﹂
へ
と
還
元
し
て
い
るむ
）
を
も
ゲ
ー
テ
は
拒
絶
し

た
の
だ
。

　

ま
た
別
の
批
評
家
は
、
差
異
、
関
係
性
、
区
別
の
根
本
的
な

力
動
性
に
対
す
る
ゲ
ー
テ
の
解
釈
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。﹁
形
態
学
の
基
礎
に
ゲ
ー
テ
は
、
特
定
の
両
極
性
を
置

き
、
二
つ
の
極
と
い
う
区
別
に
お
け
る
一
致
を
措
定
し
て
い
る
。

そ
の
二
つ
の
極
と
は
、
ひ
と
つ
は
存
在
の
内
的
な
核
と
い
う
極

で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
れ
自
体
を
外
側
へ
と
表
現
す
る
。
こ
の
表

現
な
ら
び
に
か
た
ち
（G

estalt

）
に
よ
っ
て
［
内
的
核
と
］
結
ば

れ
る
と
こ
ろ
の
外
的
媒
介
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
極
で
あ
る
﹂

　

そ
れ
が
、﹁
差
異
﹂
の
深
淵
な
意
味
を
（
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な

方
法
で
）
表
示
し
て
い
る
と
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
が
評
価
し
た
ゲ
ー

テ
の
﹁
形
態
学
﹂
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
﹁
差
異
﹂
と
は
、
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ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
本
質
と
存
在
と
の
﹁
真
の
区
別
﹂
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
古
典
的
形
而

上
学
の
定
式
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
と
ア
ク
ィ
ナ
ス

と
の
交
差
に
よ
っ
て
、
詩
心
の
復
権
と
自
然
の
対
話
に
つ
い
て

の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
に
重
大
な
意
義
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
ケ
ネ
ス
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
な
か
で
も
最
も
根
本
的
に

し
て
本
来
的
な
区
別
は
、
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
と
エ
ッ
セ
と
の
区

別
、
す
な
わ
ち
事
物
の
在
り
方
と
事
物
が
そ
も
そ
も
存
在
す

る
と
い
う
事
実
（
本
質
と
存
在
）
と
の
区
別
で
あ
る
。
こ
の

区
別
は
絶
対
的
な
存
在
と
非
存
在
と
い
う
レ
ベ
ル
へ
の
問
い
、

す
な
わ
ち
︽
そ
も
そ
も
な
ぜ
存
在
な
の
か
︾
を
生
じ
さ
せ
る
。

こ
の
区
別
は
、
事
物
は
本
来
、
偶
然
的
で
あ
る
と
い
う
信
念

と
経
験
に
由
来
し
て
い
る
。
形
相
（form

）
は
質
料
（m

atter

）

と
異
な
り
、
存
在
は
本
質
と
︹
区
別
さ
れ
る
︺
の
だ
か
ら
、︹
世

界
の
存
在
性
︺
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
基
本
的
か
つ
本
質

的
な
他
者
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
るめ
﹂

　
﹁
内
的
﹂
精
神
と
﹁
外
的
﹂
物
体
の
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ

が
、（
生
命
あ
る
そ
し
て
生
命
な
き
）
す
べ
て
の
も
の
に
、
複
合

さ
れ
た
全
体
性
と
主
体
の
完
全
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
複
合
さ
れ
た
全
体
性
と
主
体
の
完
全
性
と
は
生
き
た

宇
宙
に
お
け
る
﹁
存
在
の
主
体
﹂（suppositum

 entis

）
で
あ
り
、

ま
さ
に
そ
の
構
造
が
そ
れ
ら
に
内
在
し
て
い
る
﹁
賜
っ
た
寛ひ

ろ

や

か
さ
（the received generosity

）も﹂
を
映
し
出
し
て
い
る
。
こ
れ

が
、
キ
リ
ス
ト
者
が
実
存
を
贈
与
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
﹁
存
在
す
る
も

の
の
共
同
体
の
構
成
員
﹂
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
け

っ
し
て
﹁︹
現
代
で
は
︺
い
ま
や
唯
一
の
主
体
と
な
っ
た
人
間
の

意
識
に
相あ

い

対
す
る
対
象や
﹂
と
し
て
で
は
な
い
。
近
代
化
が
進
ん

で
い
く
な
か
で
、
人
間
中
心
主
義
へ
の
転
換
は
、
自
然
の
こ
の

生
き
て
い
る
深
淵
を
対
象
化
し
、
抽
象
化
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
自
然
が
示
す
形
に
対
す
る
ゲ
ー
テ
の
﹁
畏
敬
に
満
ち
た
﹂

配
慮
が
﹁
存
在
を
公
正
に
扱
お
う
﹂
と
す
る
彼
の
願
望
の
表
れ

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
以
上
の
意
味
に
お
い
て
で
あ

っ
た
の
だ
。
実
際
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
驚
異
の
回
復
が
（
哲
学

者
と
し
て
の
彼
に
と
っ
て
は
）﹁
公
正
な
る
知
性
の
仕
事
﹂
で
あ
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る
と
主
張
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
私
た
ち
に
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
、﹁
驚
異
と
は
、
私
た
ち
の
自
由
を
事
物
︹
自
然
の

存
在
者
︺
の
尊
厳
へ
と
結
び
つ
け
る
媒
介
と
し
て
の
言
葉
な
の

で
あ
るゆ
﹂
と
。

　

バ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
形
而
上
学
と
神
学
に
お
け
る
ゲ
ー
テ
的
次

元
に
戻
っ
て
み
る
と
、﹁
四
つ
一
組
の
区
別
﹂に
お
け
る
人
間
以
外

の
自
然
の
存
在
者
は
単
な
る
一
種
の
背
景
的
な
風
景
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
ら
の
形
が﹁
贈
与
と
し
て
の
実
存（existence

）﹂の

美
、
神
秘
、
光
輝
を
証
明
し
て
い
る
の
だ
と
納
得
で
き
る
。
バ

ル
タ
ザ
ー
ル
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
分
析
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
中
で
、
人
間
以
外
の
自
然
の
役
割
を
、﹁
自
己
意
識
へ
の

人
間
の
目
覚
め
﹂
の
な
か
に
含
め
、
こ
う
主
張
す
る
。
人
間
以

外
の
自
然
は
﹁
人
間
を
目
覚
め
さ
せ
る
た
め
の
、
ふ
た
つ
と
な

い
試
金
石
﹂
で
あ
り
、
存
在
の
栄
光
と
豊
か
さ
に
対
す
る
驚
異

の
源
泉
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
し
か
も
抽
象
的
に
捉
え
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、﹁
カ
ブ
ト
ム
シ
や
蝶
の
な
か
に
は
っ
き
り
とよ
﹂、

自
然
の
形
の
不
可
思
議
な
多
様
性
の
中
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
と
。﹁
人
間
の
真
実
﹂
は
﹁
世
界
の
真
実
﹂
の
全
体
を
構
成

す
る
も
ろ
も
ろ
の
関
係
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
る
と
彼
は
主

張
し
て
い
る
。
実
は
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
﹁
四
つ
一
組
の
区
別
﹂

に
お
い
て
は
、
子
ど
も
は
母
親
の
微
笑
み
を
通
じ
て
自
己
と
世

界
に
目
覚
め
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
最
初
の
間
主
体
性
（inter-

subjectivity

／
※
主
体
と
主
体
と
の
関
係
）
の
特
徴
で
あ
る
受
容
性

は
、
人
間
と
人
間
以
外
の
自
然
と
の
関
係
の
モ
デ
ル
な
の
で
あ

る
。﹁

も
し
彼
が
他
の
誰
か
の
愛
に
よ
っ
て
の
み
目
覚
め
、
真
に
自

己
自
身
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
愛
と
信

頼
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
信
仰
に
よ
っ
て
他
の
人
々
に
自
己
自

身
を
与
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
知
る
能
力
を
も
ち
、
自
己

を
理
解
し
省
察
す
る
精
神
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
献

身
と
い
う
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
実
存
（existence

）
と
︽
存

在
︾
そ
れ
自
体
と
は
何
か
を
彼
が
深
く
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

さ
ら
に
新
た
な
献
身
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
今
や
彼
は
、

経
験
的
知
識
と
い
う
基
盤
を
信
頼
し
て
、
思
い
切
っ
て
前
進

で
き
る
の
で
あ
る
⋮
⋮
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
も
の
は
誰
で

あ
っ
て
も
、
人
間
以
外
の
自
然
を
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に

自
己
自
身
を
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
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彼
は
、
自
然
に
存
在
す
る
も
の
か
ら
、
す
な
わ
ち
風
景
や
植

物
や
動
物
や
星
々
か
ら
、
事
物
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、
単
に
認
識
す
る
だ
け
の
（
科
学
的
）
態
度
で

は
け
っ
し
て
発
見
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
意
味
あ

り
げ
な
形
が
も
つ
深
淵
、
自
然
が
語
る
言
葉
の
意
味
、
自
然

が
示
す
啓
示
の
言
葉
の
広
大
さ
は
、
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
や

す
い
よ
う
に
自
己
自
身
を
開
き
切
っ
た
者
に
の
み
示
さ
れ
る

の
で
あ
るら
﹂

　

人
間
と
人
間
以
外
の
も
の
と
の
間
の
こ
う
し
た
（
※
人
間
同
士

の
関
係
と
）
類
似
す
る
間
主
体
性
に
は
、
相
互
性
（
相
互
依
存
性
）

が
も
つ
深
く
て
驚
異
的
で
さ
え
あ
る
次
元
が
表
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
人
間
の
主
体
は
、
自
然
と
い
う
非
人
間
と
し
て
の
存
在

者
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
﹁
つ
く
ら
れ
﹂
て
お
り
、
一
方
、
非

人
間
と
し
て
の
存
在
者
は
、
そ
れ
ら
に
内
在
さ
れ
る
と
同
時
に

そ
れ
ら
を
超
越
し
て
い
る
神
の
な
か
の
︽
イ
デ
ア
︾
を
﹁
受
け

入
れ
﹂
反
映
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ル
タ
ザ

ー
ル
は
人
間
の
間
主
体
性
だ
け
で
は
な
く
、
植
物
や
動
物
、
風

景
、
生
態
系
と
い
う
具
体
的
事
例
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

ゲ
ー
テ
の
影
響
が
彼
の
分
析
全
体
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
相
互
依
存
性
と
、
相
互
に
喜
ん
で
受
け
入
れ
よ
う

と
い
う
態
度
に
は
、
実
在
の
対
話
的
構
造
が
反
映
し
て
お
り
、

現
れ
る
非
人
間
的
他
者
に
対
し
て
﹁
畏
敬
の
念
﹂
を
も
つ
よ
う

人
間
に
要
求
す
る
。

　

人
間
の
主
体
の
自
由
は
、
自
然
と
い
う
非
人
間
的
存
在
の
自

由
、
そ
れ
ら
の
自
己
顕
現
の
内
在
的
な
荘
厳
に
応
じ
て
つ
く
ら

れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
﹁
た
と
え
そ
れ
が
境
界
線
上
の
、
原

始
的
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
内
面
性
を
も
た
な
い
存
在
は
な
いり
﹂

か
ら
で
あ
る
。
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
、
こ
こ
で
再
び
ゲ
ー
テ
を
想

起
し
つ
つ
、
し
だ
い
に
複
雑
に
な
る
自
然
の
存
在
者
の
な
か
で

の
﹁
内
面
性
の
度
合
い
﹂
を
探
求
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

﹁
生
命
の
最
低
レ
ベ
ル
に
お
い
て
で
さ
え
も
﹂、
生
き
て
い
る
存

在
者
の
自
己
顕
現
、
こ
の
生
き
て
い
る
全
体
性
の
神
秘
を
前
に

し
て
﹁
私
た
ち
は
、
目
が
く
ら
ん
で
、
た
じ
ろ
ぐ
べ
きる
﹂
な
の

で
あ
る
。
こ
の
神
秘
を
抜
き
に
説
明
で
き
る
と
す
る
﹁
科
学
的
﹂

精
密
さ
と
い
う
も
の
は
、
不
敬
な
指
で
生
命
の
聖
な
る
神
髄
に

触
れ
る
の
で
あ
る
。
動
物
の
世
界
に
お
い
て
は
、︽
存
在
︾
の
内

的
性
質
、
つ
ま
り
内
的
空
間
が
﹁
明
る
く
な
り
、
輝
き
だ
し
、
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自
分
自
身
（
の
自
覚
）
へ
と
近
づ
け
る
よ
う
に
な
る
﹂。
動
物
は

﹁
認
識
論
の
状
況
を
根
本
的
に
変
え
る
、
ま
っ
た
く
新
し
い
事
実
、

す
な
わ
ち
対
象
は
い
ま
や
そ
れ
自
体
が
主
体
で
あ
る
こ
と
を
表

し
て
い
るれ
﹂
の
で
あ
る
。
動
物
を
﹁
反
射
機
械
﹂
で
あ
る
と
分

類
す
る
こ
と
は
、﹁
ま
じ
め
な
自
然
科
学
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
く

な
い
﹂
と
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
見
な
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
自
然
世
界
の
見
地
か
ら
言
う
と
、
各
々
の
存

在
は
﹁
意
味
で
満
た
さ
れ
﹂、﹁
一
つ
一
つ
の
花
、
一
つ
一
つ
の
山
、

一
人
一
人
の
︹
人
︺﹂
は
、
実
存
（existence

）
を
︽
贈
与
︾
と

し
て
授
与
し
た
︽
存
在
︾
の
︽
根
源
︾
の
自
由
を
顕
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
﹁
た
と
え
、
ち
っ
ぽ
け
な
蚋ぶ

よ

や
、
あ
り
ふ
れ
た
石
で
あ
っ
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
は
、
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
限
界
が
な

い
。
ど
の
存
在
に
も
隠
さ
れ
た
隙
間
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
通
じ
て
意
味
と
意
義
と
が
永
遠
か
ら
途
切
れ
な
く
流

れ
出
し
、
け
っ
し
て
尽
き
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
満
た
さ
れ

て
い
るろ
。
私
た
ち
を
取
り
囲
む
現
象
世
界
の
全
体
こ
そ
が
、

唯
一
の
﹃
意
義
が
示
さ
れ
る
場
﹄
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が

眼
に
す
る
一
つ
一
つ
の
花
は
そ
の
表
現
で
あ
り
、
風
景
の
一

つ
一
つ
に
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
顔
や
動
物
の

顔
は
、
言
葉
な
き
言
葉
を
話
す
。
こ
う
し
た
言
語
を
概
念
へ

と
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
物
が
語
る
内
容
を
、
私
た
ち
は
見
き
わ
め
、
描

写
し
よ
う
と
さ
え
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
う
ま
く
表
現
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
深
長
な
言
語
が

話
し
か
け
て
い
る
の
は
、
概
念
的
思
考
に
対
し
て
で
は
な
く
、

な
に
よ
り
、
事
物
の
統
一
的
全
体
（the gestalt

）
を
鋭
敏
に

読
み
取
る
、
あ
る
種
の
知
性
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
。︹
こ
の

種
の
知
性
が
︺
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
と
き
に
の
み
、︹
概
念

的
思
考
︺
が
仕
事
を
始
め
る
の
で
あ
るわ
﹂

　

相
互
関
係
的
な
形
而
上
学
に
よ
っ
て
、
人
間
の
自
然
と
の
対

話
は
人
間
の
全
体
性
の
問
題
と
な
り
、
私
た
ち
が
人
間
と
し
て

発
達
し
て
い
く
た
め
の
決
定
的
な
次
元
と
な
る
。
あ
る
最
近
の

批
評
家
に
よ
る
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
相
互
関
係
的
人
間
学
の
特
徴

は
、﹁
人
間
以
外
の
自
然
に
対
す
る
人
間
の
関
係
﹂
に
も
同
様
に

当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
﹁
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
三
位
一
体
の
神
学
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的
人
間
学
に
お
い
て
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
も
っ
て
い
る

性
質
と
い
う
見
地
か
ら
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、（
※
神
か
ら
）

贈
与
さ
れ
た
出
来
事
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
ひ
と
は
、
愛
と
し

て
の
自
由
の
ケ
ノ
ー
シ
ス
的
な
（
※kenotic

、
そ
の
死
に
至
る
ま
で

﹃
父
﹄
に
従
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
行
為
を
範
と
す
る
﹃
自
己
無
化
﹄
を
意
味

す
る
）
関
係
に
お
い
て
の
み
人
間
な
の
で
あ
る
。（
※
そ
う
い
う
）

関
係
へ
と
入
っ
て
い
く
と
こ
ろ
の
自
己
は
、
関
係
の
な
か
で
の

自
己
理
解
と
同
じ
で
は
な
いを
﹂

　

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
﹁
選
択
﹂
の
問
題
で
は
な
い
。
つ
ま

り
人
間
以
外
の
自
然
に
対
し
て
気
を
配
る
よ
う
求
め
る
気
性
と

か
趣
味
を
選
ぶ
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
客
観
的
な
﹁
世

界
に
つ
い
て
の
真
実
﹂
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
の
全
体
性
の
問

題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
主

体
の
態
度
は
、
奉
仕
の
態
度
、
自
己
贈
与
、
最
愛
の
他
者
を
愛

す
る
者
の
態
度
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
﹁
対

象
（
自
然
の
存
在
）
へ
の
奉
仕
﹂
に
よ
っ
て
、
主
体
は
﹁（
※
霊
的
）

形
成
﹂（form

ation

）
と
い
う
意
味
で
形
成
さ
れ
、
バ
ル
タ
ザ
ー

ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
主
体
に
世
界
の
真
実
が
次
第
に
満

ち
て
い
き
、﹁
宇
宙
的
形
成
﹂（cosm

oform

）
が
な
さ
れ
る
の
で

あ
るが
。
あ
る
意
味
で
、
主
体
は
、
そ
の
（
※
贈
与
を
）
受
け
取
る

力
に
、
ま
た
︽
存
在
︾
の
他
の
主
体
へ
の
奉
仕
に
正
比
例
し
て
、

は
じ
め
て
創
造
的
行
為
の
権
利
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
実
存
に
よ
る

︹
人
間
︺
主
体
へ
の
最
初
の
教
え
は
、
自
己
放
棄
の
教
え
で
あ
っ

て
、︹
自
己
の
︺
利
益
追
求
を
優
先
す
る
こ
と
で
は
な
いぎ
﹂。
こ

こ
に
も
ま
た
、﹁
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
人
為
的

な
組
み
立
て
か
ら
で
は
な
く
、
観
察
か
ら
始
め
よぐ
﹂
と
言
っ
た

ゲ
ー
テ
の
声
が
響
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
論
：「
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
」
の

　
比
較
神
学
に
向
け
て

　

本
論
に
お
い
て
私
た
ち
が
試
み
た
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の

思
想
家
が
着
手
し
た
西
洋
に
お
け
る
形
而
上
学
の
刷
新
が
、﹁
差

異
﹂
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
性
へ
の
驚
異
に
満
ち
た

道
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
さ
ま
を
、
詳
細
に
（
し
か
し
ま
だ
記

述
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
が
）
検
証
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
驚
異
の
回
復
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
の
社
会
教
育
が
＂
人
間
と
自
然
世
界
と
の
関
係
が
、
人
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間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
﹁
構
成
す
る
﹂＂
と
い
う
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
るげ
。
し
か
し
そ

う
で
あ
っ
て
も
、（
同
一
性
を
強
調
す
る
）
仏
教
の
世
界
観
と
（
超

越
、
差
異
を
強
調
す
る
）
カ
ト
リ
ッ
ク
の
世
界
観
と
の
根
本
的

な
対
照
性
は
、
仏
教
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
で

あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

キ
ャ
サ
リ
ン
・
コ
ー
ニ
ル
は
賞
を
獲
得
し
た
宗
教
間
対
話
に

関
す
る
著
書
の
な
か
で
、
宗
教
的
信
条
の
﹁
相
互
連
結
﹂

（interconnection

）
へ
の
意
識
が
対
話
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。﹁
そ
う
い
う
わ
け
で
宗
教
間
対
話
は
次
の
よ
う
な
信

念
を
前
提
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
や
実
践
に
は
重
大
で
根

深
い
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
通
の
場
に
お
い
て
は
諸
宗
教

は
お
互
い
を
認
め
合
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
信
念
で
あ
るご
﹂
と
。

相
互
連
結
と
い
う
概
念
は
、
す
で
に
本
論
の
基
礎
に
あ
る
も
の

だ
が
、
コ
ー
ニ
ル
は
相
互
連
結
に
は
以
下
の
三
項
目
が
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。

（
１
）
世
界
平
和
や
環
境
危
機
と
い
っ
た
社
会
的
課
題
に
対
す

る
共
通
の
関
心

（
２
）
宗
教
体
験
を
分
か
ち
合
え
る
深
い
次
元
へ
の
認
識
。
そ

れ
が
対
話
と
出
会
い
を
も
た
ら
す
。
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・

ワ
ン
ダ
ー
、
詩
心
の
復
権
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
探
究

も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

（
３
）︽
究
極
的
実
在
︾
に
つ
い
て
の
互
い
の
と
ら
え
方

─

各
々
の
宗
教
的
実
践
の
一
致
す
る
点
と
対
照
的
な
点

（
私
た
ち
の
﹁
超
越
﹂（
差
異
）
と
同
一
性
と
の
根
本
的

な
対
照
性
の
よ
う
な
）
な
ど

─
を
、
も
っ
と
理
解
し

よ
う
と
い
う
共
通
の
要
求
。

　

私
た
ち
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
関
係
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
さ
ら
な
る
比
較
調

査
が
求
め
ら
れ
る
三
つ
の
領
域
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
コ
ー
ニ
ル
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
が
直

面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
共
同
し
て
担
う
機
会
を
増
や

す
に
は
、
宗
教
間
の
正
し
い
相
互
理
解
が
欠
か
せ
な
い
。
各
宗

教
伝
統
が
人
間
主
義
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
う
い
う
諸

課
題
に
関
心
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
環
境
危
機
と
い
う
問
題
に

関
し
て
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
倫
理
の
表
現
の

多
様
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
倫

理
に
は
、
二
十
世
紀
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
形
而
上
学
を
刷
新
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し
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
お
り
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
な
い
け

れ
ど
も
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
形
而
上
学
の
刷
新
は
、
ロ
ー
マ
法
皇
に
よ
る
過
去
三
十
年
の

一
般
謁
見
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
が
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
一
六

世
の
最
近
の
回
勅
﹃
真
理
に
根
ざ
し
た
愛
﹄（C

aritas in 

Veritate

）
に
よ
っ
て
さ
ら
に
権
威
が
与
え
ら
れ
たざ
。

　

二
番
目
の
関
係
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
の
社
会
教
育
と
形
而

上
学
的
基
盤
と
い
う
次
元
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
こ
れ
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
大
学
が
そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
方

向
づ
け
る
さ
い
の
中
心
的
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
人
間
主
義
教
育
と
そ
の
役
割
は
、
個
人
の
人
間
形

成
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
全
般
的
な
発
達
と
す
べ
て
の
生
命

の
繁
栄
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
、
大
学
が
理
解
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
比
較
神
学
の
密
度
の
濃
い
研
究
の
必

要
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

創
価
学
会
の
出
現
は
、
法
華
仏
教
の
文
脈
だ
け
で
は
な
く
、

二
十
世
紀
の
人
間
主
義
哲
学
の
文
脈
に
お
い
て
歴
史
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
出
現
に
よ
っ
て
、﹁
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂

と
﹁
人
間
主
義
教
育
の
伝
統
﹂
と
の
こ
う
し
た
一
致
と
い
う
も

の
が
、
き
わ
め
て
実
り
豊
か
な
出
会
い
の
実
例
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教

的
伝
統
が
深
く
理
解
し
て
い
る
二
つ
の
不
可
分
の
局
面
を
知
る

わ
け
で
あ
る
。

　

人
間
の
統
合
的
な
精
神
形
成
は
、
発
達
期
に
お
け
る
家
族
と

い
う
背
景
か
ら
、
教
育
の
領
域
に
お
け
る
形
成
へ
と
広
が
っ
て

い
く
。
こ
の
点
に
関
し
て
言
う
と
、
牧
口
の
﹃
人
生
地
理
学
﹄

に
あ
る
﹁
人
間
と
そ
の
自
然
環
境
と
い
う
二
方
向
的
関
係
性
を
、

学
生
の
社
会
的
、
道
徳
的
、
学
問
的
能
力
を
開
発
さ
せ
る
教
育

手
段
と
し
て
検
証
す
るじ
﹂
と
い
う
原
理
を
比
較
研
究
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
池
田
大
作
の
膨
大
な
著
作
は
、﹁
人
間
革

命
﹂
の
理
念
と
創
価
学
会
の
教
育
的
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
が
一
体
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
が
、
比
較
研
究
す
る
に
は
、

あ
ま
り
に
も
内
容
が
豊
か
な
領
域
で
あ
る
た
め
、
要
約
で
き
な

いず。
し
か
し
創
価
学
会
と
池
田
の
思
想
を
よ
く
知
っ
て
い
る
読

者
で
あ
れ
ば
、
池
田
自
身
が
マ
ル
セ
ル
を
読
む
な
か
で
示
し
た

よ
う
に
、
そ
こ
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
感
性
が
あ
る
こ
と
を
必

ず
や
認
め
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
で
き
れ
ば
喜
ん
で
そ
の
こ

と
を
受
け
入
れ
て
ほ
し
い
と
願
う
。
実
際
、
宗
教
間
の
出
会
い
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が
平
和
教
育
の
一
要
素
で
あ
る
な
ら
ば
、
創
価
学
会
の
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
創
価
大
学
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
一
致
し
て
、
驚
異

の
形
而
上
学
を
カ
ト
リ
ッ
ク
が
刷
新
さ
せ
て
い
く
な
か
で
明
ら

か
と
な
っ
た
共
通
の
感
性
を
理
解
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
驚
異
の
形
而
上
学
を
刷
新
さ
せ
る
こ
と

が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
大
学
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
宗
教
間
対
話
と
教

育
の
共
同
作
業
と
し
て
形
づ
く
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
な
る
が
、
池
田
の
著
作
は
宗
教
間
の
深
い
知
的
出
会

い
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
本
論
の
﹁
記
述
的
﹂
研

究
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
体
系
と
学
的
知
識
に
基
づ
い
て
い
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
創
価
学
会
が
体
現
し
て
い
る
大
乗
仏
教
の
観

点
に
匹
敵
す
る
。
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
が
も
つ
固
有
の
神

学
的
・
哲
学
的
要
素
は
、
明
ら
か
に
比
較
神
学
の
領
域
に
存
在

し
て
い
る
。
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
と
比
較
研
究
は
今
や
、

創
価
学
会
の
独
自
の
遺
産
を
、﹁
驚
異
と
詩
心
の
宗
教
的
復
権
﹂

と
の
一
致
と
い
う
点
で
、
さ
ら
に
八
十
年
以
上
前
か
ら
始
ま
っ

た
﹁
自
然
と
の
対
話
﹂
の
カ
ト
リ
ッ
ク
版
と
一
致
す
る
も
の
と

し
て
認
め
、
評
価
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
論
の
主

張
で
あ
る
。

　

依
正
不
二
や
縁
起
と
い
っ
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
仏
教
の
概

念
は
仏
教
−
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
研
究
の
他
の
分
野
や
普
及
し

て
い
る
解
釈
に
お
い
て
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
新
た
な
注
目
す
べ
き
比
較
の
局
面
が
や
が
て
開
拓
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
﹃
東
洋
学
術
研

究
﹄
で
の
山
本
修
一
の
秀
逸
な
研
究
が
す
で
に
証
明
し
て
い
る
。

彼
の
考
察
、
た
と
え
ば
唯
識（
と
く
に
阿
頼
耶
識
）に
関
す
る
考

察
は
宗
教
間
の
考
察
に
魅
力
的
な
可
能
性
を
提
供
し
て
い
るぜ
。

　

結
論
す
る
に
、
自
然
と
の
対
話
に
関
し
て
池
田
大
作
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
基
本
的
な
要
素
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
形
而
上
学
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
驚
異
の
回
復
は
、
お
そ
ら
く
二
つ
の
概
念
に
集

約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
︽
価
値
創
造
︾
な
ら
び
に
︽
贈
与
︾

と
し
て
の
︽
実
存
︾（
の
形
而
上
学
的
理
解
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら

二
つ
の
概
念
は
、
人
生
の
善
さ
や
美
し
さ
に
あ
っ
て
も
、
そ
し

て
誰
も
逃
れ
ら
れ
な
い
悲
劇
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
も
、
実
存
の

神
秘
を
賛
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
年
代
で
あ
っ
て

も
﹁
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
﹂
を
蘇
ら
せ
保
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
詩
心
が
あ
る
意
味
で
﹁
世
界
を
再
創
造
す
る
﹂
の
は
実

に
こ
こ
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
触
れ
た
池
田
の
エ
ッ
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セ
ー
に
戻
っ
て
読
ん
で
み
よ
う
。

　
﹁
こ
の
﹃
詩
心
﹄
と
は
、
人
間
の
い
か
な
る
営
み
に
も
見
出
し

得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
目
を
み
は
り
な
が
ら
、
真
理
の
探
究

に
打
ち
込
む
科
学
者
に
も
、
詩
心
が
躍
動
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　

詩
人
は
、
物
す
ら
も
、
単
な
る
物
と
は
見
な
い
。
そ
の
眼

差
し
は
﹃
心
﹄
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
花
は
、
た
だ
の
花
で

は
な
い
。
月
も
、
天
上
に
浮
か
ぶ
物
質
の
塊
で
は
な
い
。
詩

人
は
、
月
や
花
を
媒
介
と
し
て
、
人
間
と
世
界
と
の
妙
な
る

つ
な
が
り
を
直
観
す
る
の
だ
。

　

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
本
来
、
生
ま
れ

な
が
ら
の
詩
人
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
詩
心

を
大
切
に
伸
ば
し
ゆ
く
こ
と
は
、
大
人
に
と
っ
て
も
、
新
鮮

な
世
界
の
発
見
と
な
ろ
う
﹂

　
﹁
し
か
も
、
詩
人
は
臆
さ
ず
に
、
人
び
と
の
た
め
に
、
勇
気

と
希
望
の
声
を
放
ち
、
よ
り
深
き
、
よ
り
高
き
次
元
か
ら
、

人
類
共
通
の
＂
永
遠
な
る
魂
＂
を
開
い
て
ゆ
く
存
在
な
の
で

あ
るぞ
﹂

　

詩
、
驚
異
、
幼
児
期
、
価
値
創
造
の
人
生
。
こ
う
し
た
一
致
は
、

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
が
か
つ
て
語
っ
た
言
葉
を
想
起
さ
せ

る
。﹁
海
に
つ
い
て
書
い
た
私
の
本
の
な
か
に
詩
が
あ
っ
た
な
ら
、

そ
れ
は
私
が
故
意
に
記
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
海
に
つ
い
て
誰

も
真
実
に
書
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
詩
を
無
視
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
すだ
﹂。
一
九
六
四
年
、
彼
女
が
が

ん
に
よ
る
早
す
ぎ
た
死
を
迎
え
る
ま
で
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
レ

イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
を
賞
賛
す
る
読
者
で
あ
っ
た
。

　

驚
異
を
子
ど
も
た
ち
の
な
か
に
育
て
る
こ
と
、
そ
し
て
驚
異

が
人
間
生
命
全
体
に
も
つ
意
味
。
こ
れ
ら
に
捧
げ
ら
れ
た
著
書

を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
女
は
何
を
差
し
置
い
て
も
そ
の
原

稿
を
書
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。﹁
ワ
ン
ダ
ー
・
ブ
ッ
ク
﹂
と

彼
女
は
そ
の
本
を
読
ん
で
い
た
が
、
著
者
の
死
後
﹃
セ
ン
ス
・

オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ーぢ
﹄
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

原
稿
の
な
か
で
彼
女
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
﹁
子
ど
も
た
ち
の
世
界
は
、
い
つ
も
生
き
生
き
と
し
て
新
鮮
で

美
し
く
、
驚
き
と
感
激
に
み
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な

こ
と
に
、
わ
た
し
た
ち
の
多
く
は
大
人
に
な
る
ま
え
に
澄
み

き
っ
た
洞
察
力
や
、
美
し
い
も
の
、
畏
敬
す
べ
き
も
の
へ
の
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直
感
力
を
に
ぶ
ら
せ
、
あ
る
と
き
は
ま
っ
た
く
失
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　

も
し
も
わ
た
し
が
、
す
べ
て
の
子
ど
も
の
成
長
を
見
守
る

善
良
な
妖
精
に
話
し
か
け
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、

世
界
中
の
子
ど
も
に
、
生
涯
消
え
る
こ
と
の
な
い
﹃
セ
ン
ス
・

オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
＝
神
秘
さ
や
不
思
議
さ
に
目
を
見
は
る
感

性
﹄
を
授
け
て
ほ
し
い
と
た
の
む
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
感
性
は
、
や
が
て
大
人
に
な
る
と
や
っ
て
く
る
倦
怠

と
幻
滅
、
わ
た
し
た
ち
が
自
然
と
い
う
力
の
源
泉
か
ら
遠
ざ

か
る
こ
と
、
つ
ま
ら
な
い
人
工
的
な
も
の
に
夢
中
に
な
る
こ

と
な
ど
に
対
す
る
、
か
わ
ら
ぬ
解
毒
剤
に
な
る
の
で
す
。

　

妖
精
の
力
に
た
よ
ら
な
い
で
、
生
ま
れ
つ
き
そ
な
わ
っ
て

い
る
子
ど
も
の
﹃
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
﹄
を
い
つ
も

新
鮮
に
た
も
ち
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
わ
た
し
た
ち
が
住
ん

で
い
る
世
界
の
よ
ろ
こ
び
、
感
激
、
神
秘
な
ど
を
子
ど
も
と

い
っ
し
ょ
に
再
発
見
し
、
感
動
を
分
か
ち
合
っ
て
く
れ
る
大

人
が
、
す
く
な
く
と
も
ひ
と
り
、
そ
ば
に
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
⋮
⋮
．

　

人
間
を
超
え
た
存
在
を
認
識
し
、
お
そ
れ
、
驚
嘆
す
る
感

性
を
は
ぐ
く
み
強
め
て
い
く
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
⋮
⋮

　

わ
た
し
は
そ
の
な
か
に
、
永
続
的
で
意
義
深
い
な
に
か
が

あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
地
球
の
美
し
さ
と
神
秘
を
感
じ
と

れ
る
人
は
、
科
学
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
人
生
に
飽

き
て
疲
れ
た
り
、
孤
独
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て

な
い
で
し
ょ
うづ
﹂

　

宗
教
間
の
出
会
い
と
比
較
研
究
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
然

と
の
﹁
最
初
の
出
会
い
﹂
と
い
う
神
秘
を
共
有
し
、﹁
私
た
ち
は

知
的
方
法
で
︹
そ
し
て
人
間
的
方
法
で
︺
世
界
の
詩
で
あ
る
驚

異
を
取
り
戻
す
の
で
あ
るで
﹂。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
対
話
者
は
、

仏
教
徒
で
あ
る
対
話
の
相
手
と
と
も
に
祝
福
し
合
い
、
南
無
妙

法
蓮
華
経
へ
と
凝
縮
さ
れ
た
法
華
経
の
多
く
の
深
い
次
元
の
智

慧
を
拝
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
驚
異
へ
と
も
に
献
身
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
驚
異
に
奉
仕
し
つ
つ
価
値
創
造
と
い
う
人

生
を
生
き
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
遺
産
を
、
私
た
ち
は

と
も
に
拝
受
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
遺
産
の
な
か
に
は
、
池
田

の
こ
ん
な
情
熱
的
な
信
念
も
含
ま
れ
て
い
る
。﹁
地
球
人
は
、
皆
、
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詩
人
た
る
べ
き
な
の
だど
﹂

原
注

訳
注
は
文
中
に
※
で
入
れ
た
。
適
宜
、
改
行
を
加
え
た
。

（
１
）“ R

estoring O
ur C

onnections w
ith theW

orld”  

原
題
は
﹁
現
代

文
明
と
詩
心
の
復
権
﹂、
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
、
２
０
０
６
年

10
月
12
日
付
寄
稿
。﹃
明
日
を
み
つ
め
て

─
池
田
大
作
の
最

新
エ
ッ
セ
ー
集
﹄、
２
０
０
８
年
７
月
17
日
、
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ

ム
ズ
、
50-

52
頁
。

（
２
）
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
を
参
照
。D

on S. B
row

ning, Reviving 
C

hristian H
um

anism
 : The N

ew
 C

onversation on Spirituality, 
Theology, and Psychology (M

inneapolis : Fortress Press, 
2010 ) ; and R

onald M
odras, Ignatian H

um
anism

 : A 
D

ynam
ic Spirituality for the 21st C

entury (C
hicago : Loyola 

Press, 2004 ).

（
３
）
こ
れ
に
匹
敵
す
る
議
論
に
関
し
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
。

Thom
as M

cFarland, Rom
anticism

 and the Form
s of Ruin : 

W
ordsw

orth, C
oleridge, and M

odalities of Fragm
entation 

(Princeton : Princeton U
niversity Press, 1981 ).

（
４
）Alw

ays Rachel : The Letters of Rachel C
arson and D

orothy 
Freem

an, 1952 -1964 , ed. M
artha Freem

an (B
oston : B

eacon 
Press, 1995 ) 249 .

（
５
）R

achel C
arson, Silent Spring (B

oston : H
oughton M

ifflin 
C

om
pany, 1962 ).

（
６
）Paul B

rooks, Speaking for N
ature : H

ow
 Literary N

aturalists 
from

 H
enry Thoreau to R

achel C
arson H

ave Shaped 
Am

erica (B
oston : H

oughton M
ifflin C

om
pany, 1980 ) xvi.

（
７
）Jason G

oulah, “ D
aisaku Ikeda’ s Environm

ental Ethics of 
H

um
anitarian C

om
petition : A

 R
eview

 of H
is U

nited N
ations 

Peace and Education Proposals,”  Peace Studies Journal 3 .1  
(A

pril 2010 ) 1 -23 , at 3 .

（
８
）
山
本
修
一
は
、
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
が
１
９
６
７
年
に
著
し
た
有

名
な
論
文 “ The H

istorical R
oots of O

ur Ecologic C
risis,”  

Science 155  (M
arch 10 , 1967 ) 1203 -1207

の
意
義
を
指
摘
し

て
い
る
。Yam

am
oto, “ C

ontribution of B
uddhism

 to Enviro-
nm

ental Thoughts,”  The Journal of O
riental Studies 8  (1998 ) 

144 -173 , at 144 .

（
９
）
ロ
マ
ン
主
義
の
遺
産
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
志
向
の
哲
学
・
精
神
論
を

含
め
た
﹁
西
洋
の
ポ
ス
ト
−
啓
蒙
主
義
と
仏
教
思
想
と
の
出
会

い
﹂
に
関
す
る
批
判
的
で
あ
る
が
重
要
な
概
説
に
つ
い
て
は
、

次
の
も
の
を
参
照
。D

avid L. M
cM

ahan, The M
aking of 

Buddhist M
odernism

 (O
xford/N

ew
 York : O

xford U
niversity 

Press, Inc., 2008 ), chapters 5  and 6 . 
（
10
）
早
い
時
期
の
仏
教
と
の
宗
教
間
的
出
会
い
に
関
す
る
も
っ
と
も

詳
細
な
事
例
は
、
20
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
の
復
権
と
社
会
分
析

と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
士
ト

ー
マ
ス
・
メ
ル
ト
ン
の
著
作
の
な
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
11
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、﹃
告
白
﹄
第
３
巻
第
６
章
11
節
。

（
12
）
こ
の
超
越
−
内
在
（
神
に
対
す
る
世
界
の
関
係
）
と
い
う
ダ
イ
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ナ
ミ
ズ
ム
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
思
想
、
そ
の
な
か
で
も
マ

イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
る
。
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
以
下
の
も
の
を
参
照
。

Tatsuya Y
am

azaki, “ D
ie transzendentale Struktur des 

göttlichen Seins und die Seligkeit bei M
eister Eckhart,”  in 

W
ahrheit auf dem

 W
eg, Festschrift für Ludw

ig H
ödl zu 

seinem
 fünfundachzigsten G

eburtstag, B
eiträge zur 

G
eschichte der Philosophie und Theologie des M

ittelalters, 
N

eue Folge, B
and 72 , ed. M

anfred G
erw

ing &
 H

einrich J.F. 
R

einhardt (M
ünster : A

schendorff Verlag, 2009 ) 273 -287 .  

（
13
）Shuichi Yam

am
oto and Victor S. K

uw
ahara, “ Sym

biosis w
ith 

the G
lobal E

nvironm
ent : B

uddhist Pe rspective of 
Environm

ental Education,”  The Journal of O
riental Studies 

16  (2006 ) 176 -185 , at 176 .

（
14
）﹁
比
較
神
学
は
、
特
定
の
宗
教
的
伝
統
に
由
来
す
る
一
方
で
、

そ
の
神
学
的
解
釈
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
協
議
、
論
争
、
礼
拝
、

儀
式
、
倫
理
的
参
画
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
に
影
響
を
与
え
、

変
形
さ
せ
る
た
め
に
宗
教
界
の
交
流
を
承
認
し
、
促
進
さ
せ
る

宗
教
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
神
学
の
他
の
形
態
と
同
様
に
、

比
較
神
学
も
一
つ
の
学
科
な
の
で
あ
る
が
、
神
あ
る
い
は
、
よ

り
自
然
主
義
的
に
言
え
ば
、
生
命
が
指
し
示
す
方
向
に
あ
る
究

極
的
神
秘
の
体
験
に
つ
い
て
の
、
も
し
く
は
そ
の
た
め
の
学
科

だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
比
較
神
学
に
お
い
て
は
、

歴
史
的
に
も
し
く
は
現
代
の
文
脈
の
な
か
で
検
証
さ
れ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
、
他
の
宗
教
的
伝
統
に
対
応
す
る
神
学
的
次
元
に

注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
仰
と
実
践
が
考
察
さ
れ
、
変
形

さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹂

　
　
　
　

以
上
の
記
述
は
以
下
の
サ
イ
ト
か
ら
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ

る
。the A

m
erican A

cadem
y of R

eligion’ s C
om

parative 
Theology G

roup (available at R
eligious Studies N

ew
s 

O
nline, 2011  A

nnual M
eeting C

all for Proposals http://
rsnonline.org/index.php?option=com

_content&
view

=article
&

id=383 &
Item

id=461

　
　
　
　

ま
た
以
下
の
も
の
を
参
照
。R

eid B
. Locklin and H

ugh 
N

icholson, “ The R
eturn of C

om
parative Theology,”  Journal 

of the Am
erican Academ

y of Religion 78 .2  (June 2010 ) 477 -
514 .

（
15
）
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
を
参
照
。G

abriel M
arcel, The M

ystery 
of Being, vol. 1 , Reflection and M

ystery, trans. G
. S . Fraser 

(London : The H
arvill Press, 1951 ) 41 .

（
16
）
彼
の
有
名
な
著
作
﹃
大
衆
社
会
に
逆
ら
う
人
間
﹄（M

an Against 
M

ass Society, trans. G
.S. Fraser (C

hicago : H
enry R

egnery 
C

om
pany, 1962 )

）
の
フ
ラ
ン
ス
語
タ
イ
ト
ル
﹃
人
間
的
な
も

の
に
反
抗
す
る
人
間
﹄（Les hom

m
es contre l’hum

ain

）
の
方

が
、
人
間
性
喪
失
と
い
う
こ
と
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
※
邦

訳
は
﹁
人
間
、
そ
れ
自
ら
に
背
く
も
の
﹂（
小
島
威
彦
訳
／
マ

ル
セ
ル
著
作
集
６
﹃
人
間
、
こ
の
問
わ
れ
る
も
の
﹄
春
秋
社
、

１
９
６
７
年
、
所
収
）。

（
17
）Ibid. 1 .

（
18
）D

aisaku Ikeda, U
nlocking the M

ysteries of Birth and D
eath 
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(Santa M
onica : M

iddlew
ay Press, 2003 ) 171 , 179 .

（
19
）Pastoral C

onstitution on the C
hurch in the M

odern W
orld, 10

（
20
）D

rew
 C

hristiansen, SJ, “ M
etaphysics and Society : A

 C
om

m
-

entary on C
aritas in veritate,” Theological Studies 71  (2010 ) 

3 -27 .

（
21
）K

enneth L. Schm
itz, The Recovery of W

onder : The N
ew

 
Freedom

 and the Asceticism
 of Pow

er (M
ontreal : M

cG
ill-

Q
ueens U

niversity Press, 2005 ).

（
22
）
た
と
え
ば
、
以
下
の
も
の
を
参
照
。M

artin H
eidegger, Identi

tät und D
ifferenz. 

こ
の
書
の
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
本
論
が
全

体
性
へ
の
道
と
し
て
描
い
て
い
る
﹁
区
別
と
差
異
﹂
で
す
ら
罪

あ
り
と
し
て
い
る
。

（
23
）M

ichael Zim
m

erm
an, C

ontesting Earth’s Future : Radical 
E

cology and P
ostm

odernity (B
erke ley : U

niversity of 
C

alifornia Press, 1994 ).

（
24
）H

ans U
rs von Balthasar, The G

lory of the Lord : A Theological 
Aesthetics, vol. 5 , The Realm

 of M
etaphysics in the M

odern 
Age (San Francisco : Ignatius Press, 1991 ) : 449 -450 .

（
25
）Ibid. and The G

lory of the Lord : A Theological Aesthetics, 
vol. 4 , The Realm

 of M
etaphysics in Antiquity (San Francisco 

: Ignatius Press, 1989 ).

（
26
）B

althasar, Love Alone (London : Sheed &
 W

ard, 1968 ), 25 .

（
27
）The Realm

 of M
etaphysics in the M

odern Age 613

（
28
）The Realm

 of M
etaphysics in the M

odern Age 616

（
29
）The Realm

 of M
etaphysics in the M

odern Age 617

（
30
）“ G
eist und Feuer : Ein G

esprach m
it H

ans U
rs von Balthasar,”  

H
erder K

orrespondenz 30  (1976 ) 72 -82 , at76 .

（
31
）H

ans U
rs von B

althasar, “ R
etrospective : 1988 ,”  in  M

y W
ork 

: In Retrospect (San Francisco : Ignatius Press, 1993 ) 115 .

（
32
）G

eorg Sim
m

el, Kant und G
oethe : Zur G

eschichte der M
odernen 

W
eltanschauung (Leipzig : K

urt W
olff Verlag, n.d.) 20 -21 .

（
33
）The Realm

 of M
etaphysics in the M

odern Age 587

（
34
）The Realm

 of M
etaphysics in the M

odern Age 587

（
35
）Schm

itz, 54 -56 .

（
36
）Ibid. 64 .

（
37
）Ibid. 11 .

（
38
）The Realm

 of M
etaphysics in the M

odern Age 620 -621 .

（
39
）B

althasar, M
an in H

istory : A Theological Study (London : 
Sheed &

 W
ard, 1968 ) 93 -94 .

（
40
）B

althasar, Theologic : Theological Logical Theory, vol. 1, 
Truth of the W

orld (San Francisco : Ignatius Press, 2000 ) 84 .

（
41
）Truth of the W

orld  85 -86 .

（
42
）Ibid. 89 .

（
43
）Ibid. 102 .

（
44
）Ibid. 140 .

（
45
）A

ristotle Papanikolaou, “ Person, K
enosis and A

buse : H
ans 

U
rs von B

althasar and Fem
inist Theologies in C

onver-
sation,”  M

odern Theology 19  : 1  (January 2003 ) : 41 -65 , at 
52  and 58 .

（
46
）Ibid. 70 -71 .
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（
47
）Ibid.

（
48
）The Realm

 of M
etaphysics in the M

odern Age 371 -372 .
（
49
）Pontifical C

ouncil for Justice and Peace, C
om

pendium
 of the 

Social D
octrine of the C

hurch, “ C
hapter 10  : Safeguarding 

the Environm
ent,”  no. 452  (W

ashington, D
C

 : U
SC

C
B

 
Publishing, 2004 ) 198 .

（
50
）Catherine Cornille, The Im

Possibility of Interreligious D
ialo

gue (N
ew

 York : C
rossroad Publishing C

om
pany, 2008 ) 95 .

（
51
）
環
境
に
関
す
る
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
一
六
世
と
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ

ロ
二
世
の
発
言
の
概
略
に
関
し
て
は
以
下
の
も
の
を
参
照
。

C
onnie Lasher and M

sgr. C
harles M

urphy, “ W
ith G

enerous 
C

ourage : Prom
ise &

 Poignance in the Legacies  of Pope 
John Paul II and PopeB

enedict X
V

I,”  in C
onfronting the 

C
lim

ate C
risis : C

atholic Theological Perspectives, ed. Jam
e 

Schaefer (forthcom
ing, M

arquette U
niversity Press, 

D
ecem

ber 2011 ).

（
52
）G

oulah, 5 .

（
53
）
そ
の
一
致
はG

oulah

の
論
文
に
見
事
に
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
池
田
の
あ
ら
ゆ
る
テ
キ
ス
ト
に
容
易
に
見
て
取
れ
る

も
の
で
あ
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