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十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想

　

─ 
カ
ト
リ
ッ
ク
的
霊
性
の
一
極
点 

─

鶴
岡
賀
雄

　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今

年
度
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
レ
ク
チ
ャ
ー
は
、
き
ょ
う
で
五
回
目
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
講
師
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
が

多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
普
通
の
日
本
の
家
庭
に
育
ち
、

家
の
宗
旨
は
浄
土
宗
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
母
方
の
祖
父
は
宗
教
学
者
で
日
蓮
宗
の
僧
侶
で
し
た
。
で

す
か
ら
、
き
ょ
う
の
話
も
カ
ト
リ
ッ
ク
者
と
し
て
の
話
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
私
は
東
京
大
学
の
宗
教
学
科
で
勉
強
し
ま

し
た
の
で
、
初
め
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
勉
強
し
た
い
と
か
、
今

日
の
お
話
の
テ
ー
マ
と
な
る
﹁
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
﹂
を
研
究
し

た
い
と
か
、
そ
う
い
う
枠
組
み
で
は
な
く
て
、
ま
ず
宗
教
一
般

へ
の
問
い
、
つ
ま
り
宗
教
の
説
く
真
理
と
は
何
な
の
か
、
と
い

う
大
き
な
問
い
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
い
わ
ば
サ
ン
プ
ル

と
し
て
個
々
の
宗
教
な
り
宗
教
思
想
を
見
る
と
い
う
発
想
が
ど

う
し
て
も
あ
り
ま
す
。
初
め
に
こ
の
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き

ま
す
。

１　

カ
ト
リ
ッ
ク
的
霊
性
と
神
秘
主
義

　

と
は
い
え
、
宗
教
一
般
と
い
う
と
余
り
に
広
く
茫
漠
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
私
が
ず
っ
と
関
心
を
も
っ
て
研
究
の
核
に
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据
え
て
き
た
の
が
﹁
神
秘
主
義
﹂
と
い
う
言
葉
な
い
し
概
念
で

す
。
そ
う
い
う
枠
の
中
で
、
神
秘
主
義
者
、
神
秘
思
想
家
の
ひ

と
つ
の
代
表
と
し
て
十
六
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
の
十
字
架
の
ヨ

ハ
ネ
を
紹
介
す
る
と
い
う
の
が
、
本
日
の
お
話
の
構
成
に
な
り

ま
す
。

　

そ
の
第
一
部
と
し
て
、﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
的
霊
性
と
神
秘
主
義
﹂

と
題
し
ま
し
て
、
神
秘
主
義
と
は
何
か
、
そ
れ
と
カ
ト
リ
ッ
ク

は
ど
う
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
ま
す
。
第
二
部

は
﹁
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
﹂
と
い
う
人
に
つ
い
て
、
堅
実
な
紹
介

を
し
た
上
で
、
彼
の
神
秘
思
想
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
解
釈
を
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
お
話
し
し
て
み
た
い
。

そ
し
て
最
後
に
第
三
部
と
し
て
、
一
般
論
に
戻
っ
て
問
題
提
起

み
た
い
な
こ
と
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
根
源
へ
の
逸
脱
」
と
し
て
の
神
秘
主
義

　

ま
ず
、﹁
神
秘
主
義
﹂
を
私
は
ど
う
思
っ
て
い
る
か
。
率
直
に

言
う
と
、
こ
の
言
葉
は
も
う
使
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
近
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で
は
以

前
ほ
ど
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ろ

い
ろ
な
意
味
で
神
秘
主
義
、
神
秘
思
想
︵
こ
れ
ら
の
言
葉
は
ミ
ス

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
訳
語
で
す
︶
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
て
、
何
を

も
っ
て
﹁
神
秘
主
義
﹂
と
言
う
の
か
が
、
人
に
よ
っ
て
随
分
異

な
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
誰
を
神
秘
主
義
者
、
神
秘
家
と
す
る
か

に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
が
か
な
り
違
い
ま
す
。
マ
イ
ス
タ
ー
・

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
最
高
の
神
秘
家
だ
と
す
る
人
も
い
れ
ば
、
霊

的
な
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
達
し
て
し
ま
う
よ
う
な
人
た
ち
こ
そ
神

秘
家
だ
と
言
う
人
も
い
ま
す
。
あ
る
人
た
ち
は
﹁
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
ボ
ル
グ
こ
そ
神
秘
主
義
者
で
あ
る
﹂
と
言
い
、
別
の
人
は
彼

を
怪
し
げ
な
オ
カ
ル
ト
主
義
者
と
見
な
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、

﹁
神
秘
主
義
は
東
洋
の
も
の
だ
﹂
と
言
う
人
も
い
ま
す
。
イ
ン
ド

の
シ
ャ
ン
カ
ラ
な
ど
が
極
め
た
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
を
指
し

て
神
秘
主
義
と
呼
ぶ
人
も
、
禅
こ
そ
が
神
秘
主
義
だ
と
思
う
人

も
い
ま
す
。
そ
う
し
た
と
て
も
漠
然
と
し
た
概
念
で
す
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
ず
る
の
は
や
め
て
、
き
ょ
う
は
、

私
が
﹁
神
秘
主
義
﹂
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
お
話
し
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
神
秘
主
義
を
﹁
宗
教
﹂
の
中
で
考
え
る
こ
と
に
し
ま

す
︵
神
秘
主
義
は
む
し
ろ
﹁
宗
教
﹂
を
超
え
る
、
と
か
、
宗
教
の
外
に
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あ
る
、と
す
る
考
え
方
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
︶。﹁
宗
教
﹂
と
い
う
の
は
、

あ
る
究
極
の
理
想
を
掲
げ
て
、
そ
れ
を
皆
が
目
指
す
わ
け
で
す
。

こ
う
す
れ
ば
救
い
が
得
ら
れ
ま
す
、
と
。
し
か
し
、
実
際
の
宗

教
制
度
の
な
か
で
は
、
あ
る
限
界
が
あ
り
ま
す
。
理
想
は
理
想

と
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
誰
も
が
そ
こ
ま
で
行
け
る
わ
け
で
は

な
い
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
中
で
、
そ
れ
に
満
足
で
き
な
い
人

が
い
ま
す
。
宗
教
団
体
、
教
会
が
、
制
度
と
し
て
定
め
て
い
る

救
い
の
道
の
限
界
を
超
え
て
ま
で
、
理
想
を
追
求
し
た
い
と
い

う
人
た
ち
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
人
た
ち

の
思
想
お
よ
び
実
践
を
神
秘
主
義
だ
と
と
ら
え
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
危
な
い
。
正
統
主
義
か
ら
は

み
出
す
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
正
規
の
教
え
で
は
﹁
こ
こ
で
行

き
止
ま
り
﹂
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
も
っ
と
先
へ
行
こ
う
と
し

ま
す
し
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
尋
常
で
は
な

い
激
し
さ
で
宗
教
的
理
想
を
追
求
す
る
の
で
す
。
私
は
、
こ
れ

を
﹁
根
源
へ
の
逸
脱
﹂
の
動
き
と
呼
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
正
統
教
義
の
定
め
る
限
界
を
超
え
る
、
と
い
う
意
味
で

危
険
な
﹁
逸
脱
﹂
な
の
で
す
が
、
こ
の
言
葉
は
私
と
し
て
は
肯

定
的
な
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
宗
教
が
掲
げ
る
理
想
を

否
定
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
想
の
根

源
的
で
過
激
な
追
求
が
、
常
軌
を
超
え
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
い

う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
、
道
を
踏
み
迷
っ
て
い
る

と
正
統
側
か
ら
判
断
さ
れ
る
と
、︽
異
端
︾
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら

れ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

じ
っ
さ
い
、
キ
リ
ス
ト
教
の

│
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う
が

│
歴
史
の
中
で
、
神
秘
主
義
的
な
運
動
や
思

想
の
多
く
は
、
異
端
の
嫌
疑
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
も
、
御
存
じ
の
と
お
り
異
端
宣
告
を
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ

し
、
い
ま
で
は
事
実
上
、
正
統
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
キ

リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
史
の
中
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
オ
リ
ゲ

ネ
ス
︵
一
八
二
？
-
二
五
一
年
︶
と
か
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ

ナ
︵
八
一
〇
？
-
八
七
七
年
？
︶
と
い
っ
た
人
た
ち
も
異
端
と
さ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
か
ろ
う
じ
て
正
統
と
さ
れ
た
人
で
も
、

異
端
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
神
秘
家
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
神
秘
家
か
ど
う
か
は
定
義

次
第
で
す
が
、
彼
は
突
然
神
の
声
を
聞
い
た
り
、
手
足
に
聖
痕

と
い
う
傷
が
で
き
た
り
し
て
、
と
て
も
過
激
な
生
き
方
を
し
た
、

危
う
い
と
言
え
ば
危
う
い
人
、
通
常
の
限
界
を
超
え
て
い
る
人
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で
す
。
し
か
し
、
彼
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
創
設
者
と
し
て
、︽
聖

人
︾
と
さ
れ
ま
す
。
い
ま
の
ロ
ー
マ
教
皇
も
、
イ
エ
ズ
ス
会
士

で
し
た
が
、
教
皇
と
し
て
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
名
乗
っ
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
教
皇
は
、﹁
自
分
は
イ
エ
ズ
ス
会

の
中
で
の
神
秘
思
想
の
伝
統
に
影
響
を
受
け
て
い
る
﹂
と
は
っ

き
り
言
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
神
秘
主
義
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
か
な
ら
ず
何
ら

か
の
﹁
限
界
を
踏
み
越
え
る
﹂
と
い
う
モ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

限
界
を
超
え
た
こ
と
が
﹁
逸
脱
﹂
と
見
な
さ
れ
れ
ば
︽
異
端
︾

と
さ
れ
、﹁
卓
越
﹂
と
見
な
さ
れ
れ
ば
︽
聖
人
︾
と
さ
れ
る
。
で
は
、

そ
の
限
界
は
誰
が
決
め
て
い
る
の
か
。
ど
う
や
っ
て
決
ま
る
の

か
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
に
よ
っ
て
、

そ
の
限
界
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
今
日
お
話
し
す
る
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
も
、
そ
の
同
志
で
あ
っ
た
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
も
、
皆
、

異
端
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
創
設
者
の

イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
さ
え
異
端
視
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
結
局
正
統
と
さ
れ
、
や
が
て
聖
人
と

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
事
情
に
は
、
純
粋
に
宗
教
的
、

教
義
的
観
点
だ
け
で
は
説
明
し
が
た
い
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
な

背
景
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
地
域
の
い
ろ
い
ろ
な
フ
ァ
ク

タ
ー
が
か
ら
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、︽
異
端
︾

に
な
る
か
︽
聖
人
︾
に
な
る
か
は
、
歴
史
的
偶
然
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
神
秘
主
義
と
は
、
そ
の
社

会
で
の
通
常
の
教
え
と
の
﹁
相
関
概
念
﹂
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
時
代
、
あ
る
状
況
の
中
で
何
が
正
統
と
さ

れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
何
が
神
秘
主
義
と
名
づ
け
ら
れ
る
か

が
決
ま
っ
て
く
る
、
と
い
う
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点

を
捨
象
し
て
、﹁
神
秘
主
義
一
般
﹂
の
よ
う
な
も
の
が
実
体
的
に

あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
と

こ
ろ
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
古
今
東
西
の
宗
教
に
は
同
じ
神
秘

主
義
が
見
出
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
安
易
に
受
け
入

れ
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

神
秘
主
義
の
概
念
は
19
世
紀
か
ら
流
行

　

す
こ
し
敷
衍
し
ま
す
と
、
か
つ
て
、﹁
東
洋
の
神
秘
﹂﹁
神
秘

の
東
洋
﹂
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
﹁
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
の
発
想
で
す
。
神
秘
主
義
の
本
場
は
イ
ン

ド
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
中
心
は
神
秘
主
義
だ
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と
か
、
仏
教
は
神
秘
主
義
だ
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
言
い
方
が
出
て
き
た
か
と
い
う
と
、

単
純
化
し
て
言
い
ま
す
が
、
西
洋
人
か
ら
見
る
と
、
東
洋
人
・

イ
ン
ド
人
の
宗
教
は
そ
も
そ
も
理
解
不
能
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

理
解
不
能
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
荒
唐
無
稽
な
ナ
ン
セ
ン
ス
で
は

な
い
、
何
か
深
い
も
の
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
た

ち
が
当
然
視
し
て
い
る
合
理
的
思
考
と
か
、
宗
教
と
は
こ
う
い

う
も
の
だ
と
い
う
尋
常
の
概
念
か
ら
は
、
間
違
い
な
く
外
れ
て

い
る
。
外
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
何
か
が
あ
る
。
こ
れ
は
神
秘
だ
、

ミ
ス
テ
リ
ア
ス
だ
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
十
九
世
紀
の
宗
教
学

や
哲
学
の
中
で
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
神
秘
主
義
と
い
う
言
葉
が

広
く
使
わ
れ
、
あ
る
意
味
で
流
行
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
潮
流
の
中
で
、
世
界
の
諸
宗
教
の
中
に
神
秘
主
義

を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
最
初
は
イ

ン
ド
の
神
秘
主
義
で
す
が
、
そ
の
後
に
イ
ス
ラ
ム
の
ス
ー
フ
ィ

ズ
ム
が
、
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
と
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

カ
バ
ラ
ー
な
ど
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
秘
主
義
、
中
国
の
宗
教
だ
と

道
教
の
神
仙
思
想
な
ど
が
神
秘
主
義
と
見
ら
れ
、
さ
ら
に
は
い

わ
ゆ
る
部
族
社
会
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
技
法
や
体
験
も
一
種
の
神

秘
主
義
と
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
古
今
東
西
の
宗
教
の
中
に

神
秘
主
義
が
見
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
宗
教
の
垣

根
を
超
え
た
共
通
の
何
か
と
し
て
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教

の
核
心
を
な
す
も
の
と
し
て
、﹁
神
秘
主
義
﹂
な
る
も
の
が
実
体

的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
見
方
が

「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
」
像
（
部
分
）。
現
代
ス
ペ
イ
ン
の
彫
刻
家Rafael 

Pi Belda

が
１
９
８
６
年
に
制
作
。
カ
ラ
バ
カ
・
デ
・
ラ
・
ク
ル
ス
（
ス

ペ
イ
ン
・
ム
ル
シ
ア
州
の
都
市
）
に
立
つ
（
２
０
１
１
年
撮
影
、from

 
W

ikim
edia C

om
m

ons

） 
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間
違
い
だ
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
れ
で

は
、
そ
の
﹁
神
秘
主
義
﹂
そ
の
も
の
を
、
諸
宗
教
の
伝
統
か
ら

切
り
離
し
て
つ
か
ま
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
き
ほ
ど
の
よ
う
に
、
仏
教
そ
の
も
の
が
神
秘
主
義
だ
と
ま

で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
で
は
仏
教
に
神
秘
主
義
が
あ
る
の

か
。
仏
教
神
秘
主
義
と
は
何
な
の
か
。
欧
米
で
は
、
禅
が
仏
教

の
神
秘
主
義
だ
と
か
、
密
教
全
般
が
神
秘
主
義
だ
と
か
、
あ
る

い
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
の
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
が
神
秘
主
義
だ
と

概
括
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
言
う

と
き
、
何
を
も
っ
て
﹁
神
秘
主
義
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
日
蓮
は
神
秘
主
義
者
で
し
ょ
う
か
。
私
が
所
属
し
て
い

る
東
大
の
宗
教
学
科
の
初
代
教
授
だ
っ
た
姉
崎
正
治
は
、
日
蓮

信
仰
に
生
き
た
人
で
、﹃
法
華
経
の
行
者 

日
蓮
﹄
と
い
う
本
を
書

い
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
日
蓮
の
仏
教
を
あ
る
種
の
神
秘
主
義

と
し
て
語
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
も

の
が
﹁
神
秘
主
義
﹂
だ
と
言
わ
れ
て
い
く
と
、
そ
の
﹁
神
秘
主
義
﹂

と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
中
身
、
内
実
は
、
初
め
に

言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
人
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
は
っ
き
り
指
摘
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
秘
主
義
観

　

で
は
、
哲
学
者
や
宗
教
学
者
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
自
体

の
中
で
は
、
神
秘
主
義
は
ど
う
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
私
の
理
解
で
は
、
は
っ
き
り
ふ
た
つ
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

総
じ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
で
は
、
神
秘
主
義
は
キ
リ

ス
ト
教
的
で
な
い
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
十
九
～
二
十
世

紀
に
神
秘
主
義
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
た
と
き
に
、
多
く
の
有

力
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
た
ち
が
、﹁
神
秘
主
義
は
キ
リ

ス
ト
教
で
は
な
い
﹂
あ
る
い
は
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
の
不
純

物
だ
﹂
と
判
断
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ

る
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
は
﹁
神
秘
的
合
一
﹂

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
神
と
人
間
が
﹁
ひ
と
つ
﹂
に
な
る
と

言
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
汎
神
論
的
な
﹁
一
者
﹂

を
奉
ず
る
﹁
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
﹂
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
に
含

ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
を
危
う
く
す
る

と
い
う
の
で
神
秘
主
義
を
否
定
し
排
除
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、

﹁
神
と
人
間
は
絶
対
的
に
異
な
る
の
だ
。
神
は
絶
対
他
者
だ
。
そ
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の
神
と
一
体
に
な
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
る
こ
と
自
体
が
誤

り
で
あ
る
。
神
と
人
間
に
は
超
え
ら
れ
な
い
差
異
が
あ
る
か
ら

こ
そ
信
仰
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
罪

人
で
あ
る
人
間
は
救
わ
れ
る
。
そ
れ
し
か
道
は
な
い
﹂
と
い
う

の
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
考
え
方
の
主
潮
流
だ
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
に
も
、
神
秘
主
義
と
い
う

概
念
を
肯
定
的
に
使
う
神
学
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
概

し
て
神
秘
主
義
と
い
う
言
葉
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
人
た
ち

に
と
っ
て
は
、
警
戒
す
べ
き
も
の
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
も

の
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
東
方
正
教
会
で
は
、
神
秘

主
義
を
良
い
も
の
と
し
て
最
終
的
に
は
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
は
、
神
秘
主
義
、
あ
る
い
は
神
秘
神
学
と

言
わ
れ
る
伝
統
が
連
綿
と
あ
り
、
そ
れ
は
異
端
ど
こ
ろ
か
、
最

も
深
遠
で
、
最
も
高
い
部
分
で
あ
る
。
普
通
の
人
は
な
か
な
か

そ
こ
ま
で
行
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
本
物
の
聖
人

は
神
秘
家
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
も
、
イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・

ロ
ヨ
ラ
も
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
も
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、
神
秘

家
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
考
え
方
に
立
ち
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
秘
主
義
と
い
う
概
念
の
評
価
が
正
反
対
に

な
っ
て
い
る
。
両
方
と
も
キ
リ
ス
ト
教
で
す
か
ら
根
本
的
な
考

え
方
は
違
わ
な
い
は
ず
で
す
が
、
双
方
の
神
学
者
た
ち
が
﹁
神

秘
主
義
﹂
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
内
容
が

違
う
の
だ
と
い
う
の
が
私
の
理
解
で
す
。

　

で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
神
秘
主
義
を
ど
う
考
え
て
評
価
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
の
大
前
提
と

し
て
、
人
間
は
﹁
神
の
似
姿
﹂
と
し
て
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
神
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

さ
ら
に
大
前
提
で
す
が
。
つ
ま
り
、﹁
人
間
と
は
何
者
な
の
か
﹂

と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
神
で
は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た

わ
け
で
す
が
、
で
も
、
そ
れ
は
﹁
神
と
似
て
い
る
の
だ
﹂
と
い

う
根
本
的
な
人
間
把
握
が
あ
り
ま
す
。
で
は
、
人
間
が
神
と
似

て
い
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
何
が
似
て
い
る
の
か
。

こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
の
根
本
に
あ
る
問
い
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
に
似
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間

は
二
本
の
手
と
足
が
あ
り
、
目
が
ふ
た
つ
あ
り
と
い
っ
た
物
理

的
な
身
体
が
神
と
似
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
神
は
肉
体
を
も

ち
ま
せ
ん
。
で
は
、
何
が
似
て
い
る
の
か
が
問
題
で
す
。
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さ
て
、
で
は
﹁
人
間
と
は
何
者
な
の
か
﹂。
し
っ
か
り
し
た
宗

教
的
信
念
を
も
た
な
い
場
合
、
現
代
人
の
多
く
は
﹁
人
間
っ
て

だ
い
た
い
こ
う
い
う
も
の
だ
﹂
と
い
う
深
い
思
い
込
み
を
も
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
肉
体
を
も
っ
て
オ
ギ
ャ
ー

と
生
ま
れ
、
百
年
足
ら
ず
肉
体
を
維
持
し
て
生
き
て
死
ん
で
い

く
。
そ
の
間
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
し
、
あ
れ
こ
れ
思
い
悩
み
、

嬉
し
い
こ
と
も
辛
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
あ
く
せ
く
働

い
て
結
局
死
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
、
無
に
な
っ

て
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
人
間
と
は
、
基
本
的
に
は
物
質

で
で
き
た
肉
体
で
あ
る

│
こ
ん
な
人
間
観
で
す
。
私
も
そ
う

い
う
感
覚
を
共
有
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

キ
リ
ス
ト
教
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ま
せ
ん
。
と

く
に
神
秘
主
義
と
言
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
は
、
人
間
は
神
に

似
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
神
な
の
だ
と
し
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教

の
根
本
に
は
こ
う
し
た
考
え
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
理

解
で
は
、と
く
に
神
秘
主
義
と
言
わ
れ
る
伝
統
は
、こ
の
こ
と
を
、

つ
ま
り
﹁
人
間
が
神
に
な
る
こ
と
は
可
能
だ
﹂
と
大
胆
に
も
主

張
し
ま
す
。﹁
神
に
な
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
言
葉

で
言
わ
れ
ま
す
が
、﹁
神
秘
的
合
一
﹂
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
ラ

テ
ン
語
で
は
﹁
ウ
ニ
オ
・
ミ
ス
テ
ィ
カ
︵unio m

ystica

︶﹂
で
、

こ
の
ミ
ス
テ
ィ
カ
か
ら
﹁
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
︵
神
秘
主
義
︶﹂
と

い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
。﹁
デ
イ
フ
カ
シ
オ
︵deificatio

︶﹂

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
デ
イ
は
デ
ウ
ス
、
つ
ま
り
﹁
神
﹂
で
、

﹁
神
に
な
る
こ
と
﹂
で
す
。
東
方
教
会
で
は
﹁
テ
オ
ー
シ
ス
︵theo-

sis

︶﹂
と
も
言
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ア
語
で
テ
オ
ス
︵
神
︶
に
な
る

こ
と
で
す
。
テ
オ
ー
シ
ス
は
、﹁
神
化
﹂
と
訳
さ
れ
ま
す
が
、
日

本
の
正
教
会
の
用
語
で
は
﹁
神し

ん

成せ
い

﹂
で
す
。
こ
の
訳
を
見
た
と

き
に
、
こ
れ
は
い
い
訳
だ
と
思
い
ま
し
た
。
字
を
ひ
っ
く
り
返

す
と
﹁
成じ

ょ
う

神し
ん

﹂
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
の
﹁
神
﹂
を
﹁
仏
﹂
に
変

え
る
と
﹁
成
仏
﹂
に
な
り
ま
す
。
仏
教
で
は
、
悉し

つ

有う

仏ぶ
っ

性し
ょ
う
と
か

悉し
っ

皆か
い

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

と
言
っ
て
、
人
間
は
誰
も
が
仏
に
な
れ
る
し
、
あ
る

い
は
、
本
来
、
仏
で
あ
る
と
し
ま
す
ね
。
仏
教
系
の
大
学
で
私

が
キ
リ
ス
ト
教
の
話
を
す
る
と
、
学
生
さ
ん
か
ら
、
と
き
ど
き

﹁
仏
教
で
は
人
間
は
仏
に
な
れ
る
と
し
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で

は
人
間
は
神
に
な
れ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
が
残
念

で
す
﹂
と
い
っ
た
感
想
を
聞
か
さ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
正
統

の
教
義
で
は
そ
う
な
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
神
秘
主
義

の
伝
統
で
は
、
人
は
﹁
神
に
な
れ
る
﹂
と
堂
々
と
言
い
ま
す
。
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だ
か
ら
、
テ
オ
ー
シ
ス
を
﹁
成
仏
﹂
に
な
ら
っ
て
﹁
成
神
﹂
と

訳
し
て
み
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
や
っ
て
は
じ
め
て
、
仏
教
と
の
有
意
義
な
対
話
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、﹁
神
に
な
れ
る
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ユ
ダ

ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
唯
一

神
教
の
神
は
、
日
本
な
ど
東
洋
の
宗
教
伝
統
で
育
っ
た
人
に
は

な
か
な
か
実
感
し
に
く
い
、
す
さ
ま
じ
い
実
在
感
を
も
っ
て
い

ま
す
。
形
が
な
く
て
、
目
に
も
見
え
な
い
、
物
質
的
に
は
何
も

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
神
が
世
界
の
全
て
を
造
っ
て
、
圧
倒
的

に
支
配
し
て
い
る
。
人
間
の
力
な
ど
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
。

た
と
え
地
球
が
、
宇
宙
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
本
質
的
に
は

た
い
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
迫
力
の
あ
る
巨
大
な
実

在
感
を
も
っ
た
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
神
に
自
分
が
な
れ
る
は
ず
が
な
い
。
ま
っ
た
く
隔
絶

し
た
﹁
絶
対
他
者
﹂
な
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
、
自
分
は
神
と
ひ
と
つ
に
な
る
、
神
に
な
る
と
い
う
こ

と
を
求
め
る
し
、
そ
れ
は
可
能
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
が
神
秘
主

義
者
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
に
は
﹁
ペ
ル
フ
ェ
ク
テ
ィ
オ

︵perfectio

︶﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。﹁
完
全
﹂
と
か
﹁
完
徳
﹂

と
訳
さ
れ
ま
す
。
神
に
造
ら
れ
た
人
間
が
、
完
全
で
あ
る
神
に

近
づ
く
よ
う
、
神
の
よ
う
な
完
全
な
る
者
に
な
る
よ
う
努
め
て

い
く
べ
き
理
想
。
つ
ま
り
、
人
間
の
分
際
で
こ
こ
ま
で
行
け
る

と
い
う
ゴ
ー
ル
で
す
。
そ
の
た
め
に
人
間
は
造
ら
れ
ま
し
た
と

い
う
ゴ
ー
ル
が
﹁
完
徳
﹂
で
す
。﹁
創
造
の
完
成
﹂
で
す
ね
。
そ

れ
が
、
こ
の
世
で
な
ん
と
か
実
現
可
能
だ
と
考
え
る
の
が
神
秘

思
想
で
す
。
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
核
心
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　

で
は
、
神
と
合
一
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ひ

と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
唯
一
絶
対
の
神
の
中
に
自
分
が

溶
け
込
ん
で
、
ま
っ
た
く
飲
み
込
ま
れ
合
体
す
る
と
い
う
状
態

を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
梵
我
一
如
の
よ
う
な
、

ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
が
ひ
と
つ
に
な
る
、
ひ
と
つ
で
あ

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
こ
れ
も
、
キ
リ
ス
ト

教
の
中
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
キ
リ
ス

ト
教
の
キ
リ
ス
ト
教
た
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
﹁
キ

リ
ス
ト
﹂
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
置
く
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、

イ
ス
ラ
ム
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
と
も
分
か
れ
ま
す
。
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で
す
か
ら
、キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
﹁
神
に
な
る
﹂
と
言
っ
た
ら
、

天
地
創
造
の
神
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
と

一
体
化
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
﹁
完
徳
﹂
で
す
。
こ
れ
を
は

し
ょ
っ
て
、
天
地
創
造
の
神
と
一
体
に
な
る
こ
と
が
可
能
だ
と

言
う
と
、
こ
れ
は
異
端
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。
キ
リ
ス

ト
教
の
神
人
合
一
論
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
一
体
化
が

究
極
の
目
標
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
キ
リ
ス
ト

は
人
間
で
す
。
完
全
な
人
間
で
す
。
し
か
も
そ
う
で
あ
り
な
が

ら
、
彼
は
﹁
神
の
子
﹂
で
あ
っ
て
、﹁
完
全
な
神
﹂
で
あ
る
。
人

で
あ
る
こ
と
と
神
で
あ
る
こ
と
の
両
方
が
同
時
に
完
全
に
成
立

し
て
い
る
と
い
う
の
が
、キ
リ
ス
ト
の
正
統
教
義
で
す
。
ゆ
え
に
、

キ
リ
ス
ト
と
ひ
と
つ
に
な
れ
ば
、
同
時
に
神
と
ひ
と
つ
に
な
る
。

キ
リ
ス
ト
は
神
で
あ
り
人
で
し
た
か
ら
、
私
も
人
で
あ
り
な
が

ら
、
つ
ま
り
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
な
し
に
神
に
な

れ
る
。
こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
お
い
て
﹁
神
と
の

合
一
﹂
と
か
﹁
神
に
な
る
︵
テ
オ
ー
シ
ス
︶﹂
と
い
う
こ
と
が
可
能

に
な
る
神
学
上
の
根
拠
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
神
学
上
の
大
前
提
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で

は
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
﹁
神
と
の
合
一
﹂
が
可
能
な
は
ず
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
人
は
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
思

う
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
と
ひ
と
つ
に
な
る
、
と
い

う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
依
然
と
し
て
謎
で
す
。
そ

れ
で
も
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
と
っ
て
あ
り
う
る
こ
と
、
可
能
な

こ
と
な
の
だ
と
信
ず
る
人
た
ち
が
い
て
、
そ
の
人
た
ち
の
思
想

や
実
践
の
冒
険
が
﹁
神
秘
主
義
﹂
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

「
神
秘
体
験
」
イ
コ
ー
ル
「
神
秘
主
義
」
で
は
な
い

　

で
は
、
彼
ら
・
彼
女
た
ち
の
目
指
す
﹁
神
と
の
合
一
︵
一
致
︶﹂

と
は
ど
う
い
う
境
地
な
の
か
。
こ
れ
は
、
あ
る
種
の
言ご

ん

詮せ
ん

不ふ

及き
ゅ
う
、

言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
の
よ
う
で
す
。
神
秘
家
と
さ
れ

る
人
た
ち
は
、
自
分
が
ほ
ん
と
う
に
言
い
た
い
こ
と
は
言
葉
に

は
で
き
な
い
、
と
た
い
て
い
言
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
と
て

も
幸
せ
な
、
深
い
歓
び
に
ひ
た
さ
れ
た
境
地
で
あ
る
ら
し
い
。

彼
ら
が
書
い
た
も
の
を
読
む
と
、
た
し
か
に
そ
う
感
じ
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
何
な
の
か
は
、
書
か
れ
た
も
の
を
読
ん
で
も

わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
神
秘
主
義
を
論
じ
る
と
き
に
必
ず
出

て
く
る
問
題
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
至
福
の
境
地
と
さ
れ
る
も

の
と
、
い
わ
ゆ
る
神
秘
体
験
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。



132

　

あ
る
種
の
神
秘
主
義
理
解
で
は
、﹁
神
秘
体
験
﹂
イ
コ
ー
ル
﹁
神

秘
主
義
﹂
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
激
し

い
修
行
に
打
ち
込
み
、
断
食
な
り
苦
行
な
り
、
ま
た
瞑
想
に
専

心
す
る
生
活
を
続
け
て
い
く
と
、
不
思
議
な
体
験
を
す
る
こ
と

が
あ
る
。
突
然
ま
ば
ゆ
い
光
が
見
え
た
り
、
全
天
地
と
自
分
が

一
体
に
な
っ
た
、
と
思
え
た
り
、
こ
う
し
た
こ
と
は
た
し
か
に

あ
る
よ
う
で
す
。
い
わ
ゆ
る
神
秘
体
験
で
す
。
オ
ウ
ム
真
理
教

な
ど
は
盛
ん
に
そ
う
い
う
こ
と
を
宣
伝
し
て
、
若
い
人
た
ち
を

引
き
込
み
ま
し
た
。
こ
う
い
う
出
来
事
は
、
心
理
学
の
言
葉
で

言
え
ば
、﹁
変
性
意
識
状
態
﹂
の
一
種
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
常
と
は
ま
っ
た
く
違
う
意
識
状
態
に
な
る
。
こ
う
し
た
出
来

事
自
体
は
、
さ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
特

殊
な
呼
吸
法
と
か
ヨ
ガ
な
ど
に
類
す
る
行
法
を
用
い
た
り
、
あ

る
い
は
ド
ラ
ッ
グ
を
使
っ
て
も
起
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
気
質

的
な
要
素
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
体

験
を
何
度
も
す
る
人
は
い
ま
す
。

　

宗
教
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
﹁
体
験
﹂
を
重
視
す

る
流
れ
が
、
二
十
世
紀
の
初
め
ぐ
ら
い
か
ら
強
く
な
り
、
神
秘

主
義
研
究
の
な
か
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に

あ
っ
た
の
は
、
知
性
的
な
論
証
や
伝
統
の
権
威
に
よ
っ
て
は
も

う
宗
教
の
説
く
世
界
観
が
基
礎
付
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
実
感
で
し
ょ
う
。﹁
聖
な
る
も
の
﹂
の
感
覚
で
あ
る
ヌ

ミ
ノ
ー
ゼ
と
か
、
言
語
的
説
明
を
拒
む
体
験
と
か
、
そ
こ
に
宗

教
の
真
理
の
基
礎
を
置
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
う
し
た

体
験
、
経
験
の
中
で
も
最
も
深
い
も
の
を
神
秘
的
体
験
と
呼
ん

で
、
そ
こ
に
宗
教
経
験
一
般
の
核
心
を
見
よ
う
と
す
る
議
論
が

人
気
を
博
し
ま
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
﹃
宗
教

的
経
験
の
諸
相
﹄
は
そ
う
し
た
方
向
の
古
典
で
す
。

　

こ
う
し
た
、﹁
体
験
主
義
﹂
か
ら
﹁
神
秘
主
義
﹂
へ
と
い
う
方

向
は
、
い
ま
で
も
魅
力
的
な
考
え
方
で
す
が
、
た
だ
し
注
意
し

た
い
の
は
、﹁
体
験
﹂
と
い
う
も
の
の
捉
え
方
に
つ
い
て
で
す
。

神
秘
体
験
と
い
っ
て
も
、
場
合
に
よ
る
と
、
ド
ラ
ッ
グ
と
か
で

も
体
験
で
き
る
よ
う
な
あ
る
種
の
変
性
意
識
状
態
に
す
ぎ
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
方
向
で
考
え
れ
ば
、
神
秘
体
験
と
は
結

局
脳
の
問
題
で
あ
っ
て
、
薬
物
や
電
気
的
刺
激
に
よ
っ
て
脳
に

何
ら
か
の
操
作
を
す
れ
ば
、
誰
で
も
神
秘
体
験
が
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
グ
ロ
テ
ス
ク

な
形
が
オ
ウ
ム
真
理
教
に
も
あ
り
ま
し
た
。
麻
原
教
祖
の
脳
波
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を
記
録
し
て
、
機
器
を
使
っ
て
そ
れ
と
信
徒
の
脳
を
同
調
さ
せ

よ
う
と
し
た
。
グ
ロ
テ
ク
ス
で
ナ
ン
セ
ン
ス
な
議
論
の
よ
う
に

見
え
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
と
も
言
い
き
れ
な
い
面
が
あ
り
ま
す
。

脳
神
経
科
学
は
最
近
、
か
な
り
急
速
に
進
歩
し
て
い
る
よ
う
で
、

ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
︵
磁
気
共
鳴
機
能
画
像
法
︶
な
ど
を
使
っ
て
、
人
の
意
識

や
感
覚
の
あ
り
方
と
脳
の
状
態
の
対
応
関
係
が
か
な
り
細
か
く

わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
か
ら
逆
に
、

こ
う
い
う
脳
の
状
態
を
つ
く
れ
ば
、
こ
う
い
う
意
識
状
態
を
つ

く
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
方
向
が
考
え
ら
れ
て
き
ま
す
。
も

し
か
す
る
と
、
宇
宙
と
一
体
に
な
る
と
い
う
感
覚
を
人
工
的
に

つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

さ
ら
に
は
、
宗
教
者
が
神
を
見
る
際
に
機
能
す
る
脳
の
部
位
が

特
定
で
き
る
と
か
、
神
を
見
る
遺
伝
子
が
あ
る
と
か

│
そ
う

い
う
意
識
状
態
に
な
り
が
ち
な
人
は
こ
う
い
う
遺
伝
子
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
研
究
が
あ
る
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
悟
り
と
か
宗
教
体
験
と
か
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
脳

の
問
題
な
ん
だ
と
い
う
方
向
で
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
。

　

し
か
し
そ
う
い
う
方
向
の
考
え
に
は
大
き
な
限
界
が
あ
る
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
脳
科
学
が
お
そ
ら
く
原
理
的
に
問
え
な

い
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
光
を
見
る
体
験
と
か
空
間
感
覚
や

時
間
感
覚
が
全
部
消
え
る
と
か
、と
い
う
﹁
体
験
﹂
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
は
脳
の
あ
る
状
態
と
対
応
し
て
い
る
と
は
言
え
る
の
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
﹁
永
遠
﹂
で
あ
る
と
か
﹁
神
の
﹂

光
だ
、
と
か
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
体

験
を
す
る
人
に
す
で
に
﹁
永
遠
﹂
と
か
﹁
神
﹂
と
か
に
つ
い
て

の
理
解
が
予
め
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
は
時
間
が
か
か
る
。
な
ん
の
知
識
も
な
い
子
ど

も
に
、
何
ら
か
の
外
部
刺
激
に
よ
っ
て
特
定
の
脳
の
状
態
を
引

き
起
こ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
子
ど
も
が
﹁
神
と
の
合
一
﹂
な

り
﹁
悟
り
﹂
な
り
を
体
得
し
た
聖
人
に
な
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

﹁
合
一
﹂
や
﹁
悟
り
﹂
は
、
一
時
的
な
意
識
状
態
で
は
な
い
、
一

人
の
人
間
が
長
い
経
験
と
修
練
を
経
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
境

地
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
本
当
の
宗
教
者
が
到
達
し

て
い
る
心
の
境
地
は
、
そ
の
人
の
長
い
人
生
を
通
じ
て
初
め
て

到
達
で
き
た
よ
う
な
あ
る
種
の
心
の
深
み
と
い
う
か
人
格
の
深

み
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
人
だ
け
の
何
十
年
も
の
努
力

が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
本
当
の
神
秘
家
と
さ
れ
る
人
た
ち
の
残
し
た
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も
の
を
丁
寧
に
読
ん
で
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
は
皆
、﹁
神
秘
体
験
が
大
事
な
の
で
は
な
い
﹂

と
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
体
験
は
無
意
味
で
は
な
い
で
す
が
、

決
し
て
﹁
ゴ
ー
ル
﹂
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
﹁
始
ま
り
﹂
な
の

で
す
。
何
か
す
ご
く
リ
ア
ル
な
体
験
を
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
心

の
殻
が
破
れ
、
世
界
に
対
す
る
新
し
い
見
方
が
で
き
る
。
そ
こ

か
ら
、
本
当
に
も
の
を
考
え
始
め
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
特
殊
な
意
識
状
態
に
な
る
よ
う
な
体
験
は
、
始
ま
り
で
は

あ
っ
て
も
ゴ
ー
ル
で
は
な
い
。
そ
こ
を
出
発
点
に
し
て
、
あ
る

境
地
に
達
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど

う
い
う
境
地
な
の
か
に
つ
い
て
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
即
し
て
、

後
で
お
話
し
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
謎
の
肯
定
」
と
し
て
の
神
秘
主
義

　

さ
て
、
で
は
神
秘
主
義
と
は
何
な
の
か
、
ど
こ
に
そ
の
核
心

を
見
た
ら
い
い
の
か
。
私
と
し
て
は
、
神
秘
体
験
の
よ
う
な
も

の
を
中
心
に
す
る
の
で
は
な
い
神
秘
主
義
の
把
握
を
模
索
し
た

い
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
、
あ
ま
り
う
ま
い
言
い
方
で
は
な

い
の
で
す
が
、﹁
謎
の
肯
定
﹂
と
し
て
の
神
秘
主
義
、
と
い
う
捉

え
方
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。﹁
謎
﹂﹁
ミ
ス
テ
リ
ー
﹂、

つ
ま
り
﹁
神
秘
﹂
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

先
ほ
ど
、
神
秘
家
は
通
常
の
教
え
の
限
界
を
超
え
る
と
言
い

ま
し
た
。
限
界
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
で
非
合
理

的
に
見
え
る
こ
と
で
す
。
合
理
的
な
考
え
と
さ
れ
る
も
の
を
ど

こ
か
で
破
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
逆
説
的
な
こ
と

を
言
い
、
常
人
の
思
い
も
つ
か
な
い
行
動
に
出
た
り
し
ま
す
。

神
秘
家
の
文
章
を
見
る
と
、﹁
輝
く
闇
﹂
と
か
﹁
神
は
無
だ
﹂
と

か
逆
説
的
な
言
葉
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、﹁
神

は
存
在
し
な
い
、
無
だ
﹂
と
い
っ
て
も
、
普
通
の
無
神
論
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。﹁
神
は
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
無
だ
﹂

と
い
っ
た
、
矛
盾
の
極
致
の
よ
う
な
言
い
方
を
あ
え
て
す
る
わ

け
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
言
え
る
よ
う
な
な

に
か
、
あ
る
い
は
そ
う
と
し
か
言
え
な
い
よ
う
な
な
に
か
を
、

神
秘
家
は
言
お
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
私
た
ち
に
は

﹁
謎
﹂﹁
ミ
ス
テ
リ
ー
﹂
に
み
え
ま
す
。
こ
の
ミ
ス
テ
リ
ー︵m

ystery 
ラ
テ
ン
語
で
ミ
ス
テ
リ
ウ
ムm

ysterium

︶
が
神
秘
主
義
の
語
源
に
関

わ
っ
て
い
ま
す
。﹁
輝
く
闇
﹂
と
い
う
の
は
、
通
常
の
理
性
で
は



135

「東洋学術研究」第55巻第２号

十字架のヨハネの神秘思想

理
解
不
能
で
す
が
、
単
な
る
ナ
ン
セ
ン
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
矛
盾
し
た
言
い
方
の
背
後
に
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
せ
て
い

る
何
か
が
あ
る
、と
私
た
ち
は
感
じ
ま
す
。
だ
か
ら
、こ
の
﹁
謎
﹂

﹁
秘
密
﹂
は
、
あ
る
魅
力
を
発
し
て
い
ま
す
。
こ
の
謎
の
魅
力
は
、

私
た
ち
を
惹
き
つ
け
、
謎
の
解
明
に
向
け
て
誘
う
で
し
ょ
う
。

し
か
し
こ
の
謎
は
最
後
ま
で
解
け
な
い
。
解
け
な
く
て
よ
い
の

だ
、
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、

謎
を
合
理
的
な
仕
方
で
解
く
こ
と
で
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、

謎
を
謎
と
し
て
、
言
い
か
え
れ
ば
神
秘
を
神
秘
と
し
て
肯
定
し

て
、
そ
の
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
る
よ
う
に
し
て
謎
を
語
り
継
い

で
い
く
よ
う
な
営
み
、
こ
う
し
た
営
み
は
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
宗
教
に
は
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
宗
教
の
外
部
に
も
た
し
か

に
見
出
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
神
秘
主
義
と
よ
び
た
い
、

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
い
た
い
こ
ん
な
感
じ
で
神
秘
主
義
を
と
ら
え
て
い
ま
す
が
、

う
ま
く
伝
わ
っ
た
か
ど
う
か
⋮
⋮
。﹁
神
秘
主
義
﹂
と
い
う
言
葉

は
、
誤
解
さ
れ
や
す
い
と
い
う
か
、
人
に
よ
っ
て
使
う
意
味
が

相
当
に
違
う
の
で
、
学
術
用
語
と
し
て
は
使
わ
な
い
ほ
う
が
い

い
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
そ
の
一
方
、
こ
の
言
葉
に
は
捨
て
が

た
い
魅
力
も
あ
っ
て
、
私
な
り
に
再
定
義
し
た
い
と
い
う
試
み

を
続
け
て
い
ま
す
。

２　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想

　
﹁
神
秘
主
義
﹂
に
つ
い
て
の
一
般
論
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
紹
介

　

彼
が
生
ま
れ
た
の
は
一
五
四
二
年
、
ス
ペ
イ
ン
中
北
部
、
ア

ビ
ラ
県
の
小
村
︵
フ
ォ
ン
テ
ィ
ベ
ロ
ス
︶
で
す
。
マ
ド
リ
ー
ド
の

少
し
北
西
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ア
ビ
ラ
に
は
、
有
名
な
﹁
ア
ビ

ラ
の
テ
レ
サ
﹂
が
い
ま
し
た
。
彼
女
と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
二

人
が
、
ス
ペ
イ
ン
神
秘
主
義
に
お
け
る
二
大
神
秘
家
で
す
。
と

も
に
、
中
世
か
ら
あ
る
修
道
会
カ
ル
メ
ル
会
に
属
し
て
い
ま
し

た
が
、
こ
の
会
を
改
革
し
て
、
い
ま
で
は
跣
足
カ
ル
メ
ル
会
と

い
う
会
を
創
設
し
ま
し
た
。
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
の
ほ
う
が
三
十

歳
ぐ
ら
い
年
上
で
す
︵
一
五
一
五
年
生
ま
れ
︶。

　

こ
の
あ
た
り
は
、
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
王
国
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、

当
時
の
ス
ペ
イ
ン
の
中
心
地
で
す
。
近
く
に
は
、
サ
ラ
マ
ン
カ
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大
学
と
い
う
大
き
い
大
学
も
あ
り
ま
し
た
。
イ
ベ
リ
ア
半
島
の

南
部
が
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
地
方
で
、
彼
は
長
く
こ
こ
に
赴
任
し
て

い
ま
し
た
。
中
心
地
は
グ
ラ
ナ
ダ
で
す
。
こ
の
地
の
風
土
が
気

に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
一
連
の
神
秘

思
想
の
盛
り
上
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世

紀
に
か
け
て
は
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
呼
ば
れ
る
思
潮
が
あ
り

ま
し
た
ね
。
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
か
、
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
ゾ
イ
ゼ
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
タ
ウ
ラ
ー
と
か
で
す
。
キ
リ
ス
ト

教
神
秘
思
想
史
の
中
で
は
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
ス
ペ
イ
ン
神
秘

主
義
と
い
う
ま
と
ま
り
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

レ
コ
ン
キ
ス
タ
か
ら
異
端
審
問
へ

　

時
代
は
ス
ペ
イ
ン
が
世
界
史
の
中
に
大
き
く
登
場
す
る
、
い

わ
ゆ
る
黄
金
世
紀
に
当
た
り
ま
す
。
重
大
な
出
来
事
は
一
四
九

二
年
に

│
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
＂
新
大
陸
＂
に
到
達
し
た
年
で
す

が

│
﹁
レ
コ
ン
キ
ス
タ
﹂
が
完
成
し
た
こ
と
で
す
。
イ
ベ
リ

ア
半
島
か
ら
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
駆
逐
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
以

前
、
中
世
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
は
、
北
は
だ
い
た
い
キ
リ
ス
ト
教

圏
で
、
南
は
イ
ス
ラ
ム
圏
。
双
方
が
押
し
た
り
引
い
た
り
し
て

い
る
と
い
う
勢
力
図
で
し
た
。
も
っ
と
も
、
絶
え
ず
戦
争
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
だ
い
た
い
は
折
り
合
い
を
つ
け
て
や
っ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
は
﹁
ス
フ
ァ
ラ
デ
ィ
ー
ム
﹂

と
呼
ば
れ
る
ス
ペ
イ
ン
系
ユ
ダ
ヤ
人
の
本
拠
地
で
も
あ
り
ま
し

た
。
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
︵
一
一
三
五
-
一
二
〇
四
年
︶
な
ど
ユ
ダ
ヤ
人

の
大
学
者
が
出
て
い
ま
す
︵
コ
ル
ド
バ
出
身
︶。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ム

の
大
学
者
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
︵
一
一
六
五
-
一
二
四
〇
年
︶
や
イ

ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
︵
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
／
一
一
二
六
-
一
一
九
八
年
︶

も
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
南
部
の
セ
ビ
リ
ア
王
国
で
活
躍
し
た
わ
け

で
す
。
三
つ
の
宗
教
は
、
そ
れ
な
り
に
共
存
し
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
の
共
存
が
続
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
次
第
に
キ

リ
ス
ト
教
圏
が
勢
い
を
増
し
て
い
き
ま
す
。
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
王

国
の
イ
サ
ベ
ル
女
王
の
夫
で
あ
っ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
が
ア
ラ
ゴ

ン
国
王
に
な
っ
た
結
果
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
強
い

国
が
合
体
す
る
︵
ア
ラ
ゴ
ン
＝
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
連
合
王
国
成
立
︶。
そ

れ
で
国
力
も
上
が
っ
て
、
南
の
ほ
う
に
勢
力
を
拡
げ
て
、
つ
い

に
イ
ス
ラ
ム
勢
力
を
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
の
向
こ
う
側
へ
追
い

や
っ
た
。
こ
れ
が
、
八
百
年
近
く
続
い
た
レ
コ
ン
キ
ス
タ
︵
カ
ト
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リ
ッ
ク
に
よ
る
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
再
征
服
活
動
︶
の
完
成
で
す
。
そ

し
て
、
こ
れ
も
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
同
じ
年
に
、
ユ
ダ
ヤ
人

追
放
令
︵
改
宗
強
制
︶
が
発
布
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
純
血
主
義
が
国
是
と

な
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
迫
害
し
て
、
隠
れ
ユ
ダ

ヤ
人
、
隠
れ
ム
ス
リ
ム
を
摘
発
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に

異
端
審
問
所
・
宗
教
裁
判
所
が
で
き
て
︵
一
四
七
八
年
︶、
あ
ら
ゆ

る
﹁
異
端
﹂
の
摘
発
が
行
わ
れ
ま
す
。
同
じ
こ
ろ
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
﹁
宗
教
改
革
﹂
が
起
き
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の

新
し
い
考
え
方
が
力
を
も
ち
始
め
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
も

徹
底
的
に
排
除
し
て
い
き
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
十
六
世
紀
の
初
め
の
こ
ろ
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

ヒ
メ
ネ
ス
・
デ
・
シ
ス
ネ
ロ
ス
枢
機
卿
︵
一
四
三
六
-
一
五
一
七

年
︶
な
ど
、
進
歩
派
な
人
物
や
有
力
者
が
い
て
、
新
し
い
大
学
︵
コ

ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
／
現
・
ア
ル
カ
ラ
大
学
︶
を
設
立
し
て
人
文
主

義
的
な
学
風
を
導
入
し
た
り
、
宗
教
改
革
の
精
神
に
通
じ
る
思

潮
を
受
け
入
れ
る
動
き
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
中
世
以
来
の

サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
と
対
抗
し
た
り
し
ま
す
が
、
十
六
世
紀
の
半

ば
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
で
カ
ト
リ
ッ
ク
対
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
対
立
が
決
定
的
に
な
る
こ
ろ
か
ら
潮
目
が
変
わ
っ
て
、
ス
ペ

イ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
絶
対
主
義
で
一
本
化
し
て
、
宗
教
改
革
勢

力
と
対
抗
す
る
牙
城
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義

自
体
が
、
レ
コ
ン
キ
ス
タ
を
終
え
て
新
た
な
近
代
国
家
と
し
て

隆
盛
を
目
指
す
ス
ペ
イ
ン
と
い
う
国
の
、
国
家
建
設
の
主
柱
に

な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

異
端
審
問
も
、
禁
書
目
録
も
、
そ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義

に
よ
る
国
家
統
一
へ
の
意
志
を
反
映
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ

は
ど
ん
ど
ん
厳
し
い
方
向
に
向
か
い
ま
す
。
例
え
ば
﹃
カ
ラ
マ
ー

ゾ
フ
の
兄
弟
﹄
の
イ
ワ
ン
が
語
る
大
審
問
官
の
話
を
覚
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
あ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
舞
台
は

十
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
セ
ビ
リ
ア
で
す
。
あ
そ
こ
で
描
か
れ
て

い
る
よ
う
に
、
教
会
の
権
威
と
秩
序
を
体
現
す
る
異
端
審
問
官

の
ほ
う
が
キ
リ
ス
ト
よ
り
も
重
要
だ
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
イ
メ
ー

ジ
が
、
十
九
世
紀
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
は
あ
っ
た
わ
け
で
、

歴
史
的
実
態
は
と
も
か
く
、
硬
直
し
た
教
会
秩
序
絶
対
主
義
が

徐
々
に
強
ま
っ
て
い
く
時
代
だ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
が
、

そ
の
一
方
で
は
、
大
航
海
時
代
の
覇
者
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
は
全

世
界
に
進
出
し
、
世
界
観
も
経
済
活
動
も
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
に
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な
り
、
い
わ
ば
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
っ
た
時
代
で
す
。
一
五

四
九
年
に
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
日
本
に
ま
で
到
来

し
ま
す
。
文
化
的
に
も
、
天
才
的
な
画
家
や
文
学
者
が
輩
出
し
、

文
字
通
り
ス
ペ
イ
ン
の
黄
金
世
紀
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し

い
も
の
が
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
る
一
方
、
教
会
と
国
家
秩
序
の
硬

直
化
と
が
せ
め
ぎ
合
い
を
し
て
い
る
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
溢
れ
て

あ
る
意
味
で
騒
々
し
く
て
面
白
い
、
激
し
い
時
代
、
十
字
架
の

ヨ
ハ
ネ
が
生
き
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
で
し
た
。

苦
学
と
波
乱
の
生
涯

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
生
涯
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
れ
は
史
料
か
ら
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る

氏う
じ

素す

性じ
ょ
う
か
ら
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
鬱
屈
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
当
時
の
異
端
審
問
は
、
単
に
信
条
の
話
だ

け
で
は
な
く
、
一
種
の
人
種
問
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。﹁
血
の
純

潔
﹂
と
い
う
こ
と
が
異
様
に
強
調
さ
れ
て
、
先
祖
に
ユ
ダ
ヤ
系

や
イ
ス
ラ
ム
系
が
い
る
だ
け
で
差
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

し
た
。
先
祖
代
々
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
な
い
と
、
い
い
地
位
に

就
け
な
い
。
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
で
は
神
学
博
士
号
が
も
ら
え
な

い
と
い
う
決
ま
り
が
で
き
た
り
も
し
た
よ
う
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
の

血
筋
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
お
父
さ
ん
︵
ゴ
ン
サ
ロ
・
デ
・

イ
エ
ペ
ス
︶
の
家
系
は
問
題
な
い
よ
う
で
す
が
、
お
母
さ
ん
︵
カ

タ
リ
ナ
・
ア
ル
バ
レ
ス
︶
は
、
身
分
の
低
い
機
織
り
の
女
性
だ
っ

た
と
い
い
、
改
宗
ム
ス
リ
ム
系

│
モ
リ
ス
コ
と
い
う
ア
フ
リ

カ
系
に
近
い
人
た
ち
の
血
筋
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
強
い
。

ヨ
ハ
ネ
自
身
、
背
が
低
く
色
黒
だ
っ
た
よ
う
で
、
い
わ
ゆ
る
生

粋
の
白
人
で
は
な
い
。
一
緒
に
改
革
運
動
を
や
っ
て
い
た
ア
ビ

ラ
の
テ
レ
サ
は
改
宗
ユ
ダ
ヤ
人
︵
コ
ン
ベ
ル
ソ
︶
の
名
家
の
出
身

で
す
。
神
秘
思
想
も
そ
う
で
す
が
、
個
性
的
な
学
問
や
思
想
を

つ
く
る
人
た
ち
に
ユ
ダ
ヤ
系
が
多
い
で
す
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

ほ
う
が
、
文
化
的
に
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
う
い
う
血
筋
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
ヨ
ハ
ネ

の
お
父
さ
ん
は
、
こ
の
婚
姻
に
際
し
て
、
実
家
か
ら
義
絶
さ
れ
、

駆
け
落
ち
の
よ
う
な
か
た
ち
で
結
婚
し
た
ら
し
い
。
そ
し
て
三

人
の
息
子
を
残
し
て
、
早
く
死
ん
で
し
ま
う
。
ヨ
ハ
ネ
︵
本
名
は

フ
ア
ン
・
デ
・
イ
エ
ペ
ス
・
イ
・
ア
ル
バ
レ
ス
︶
が
ま
だ
三
歳
の
時

で
す
。
だ
か
ら
、
小
さ
い
こ
ろ
は
母
子
家
庭
で
苦
労
し
ま
す
。

す
ぐ
上
の
兄
は
夭
折
し
、
長
兄
︵
ヨ
ハ
ネ
よ
り
十
二
歳
ほ
ど
年
長
︶
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は
あ
ま
り
、
で
き
が
よ
く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
は
優

秀
だ
っ
た
の
で
、
働
き
な
が
ら
イ
エ
ズ
ス
会
立
の
学
校
で
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
や
が
て
、
カ
ル
メ
ル
修
道
会
に
入
り
、

さ
ら
に
当
時
の
エ
リ
ー
ト
大
学
で
あ
る
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
で
神

学
を
学
び
、
在
学
中
に
司
祭
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
、
女
子

カ
ル
メ
ル
会
の
改
革
運
動
を
進
め
て
い
た
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
に

見
こ
ま
れ
て
、
修
道
会
改
革
運
動
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
わ
け

で
す
。
出
会
っ
た
の
は
ヨ
ハ
ネ
が
二
五
歳
、
テ
レ
サ
が
五
二
歳

の
時
で
す
︵
一
五
六
七
年
︶。
そ
の
後
は
、
大
学
は
自
然
退
学
の
よ

う
な
か
た
ち
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ヨ
ハ
ネ
の
神
学
思

想
は
、
基
本
的
な
こ
と
は
大
学
で
学
ん
で
い
ま
す
が
、
半
分
は

独
学
の
よ
う
で
す
。

　

そ
の
後
は
、
波
乱
の
あ
る
人
生
を
送
り
ま
す
。
修
道
会
改
革

運
動
は
、
保
守
派
に
対
す
る
分
派
独
立
運
動
の
側
面
が
あ
り
ま

す
か
ら
、
世
俗
権
力
も
か
ら
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
な
軋
轢
が
起
こ

り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
改
革
派
の
男
子
の
中
心
人
物
だ
と
い
う

の
で
、
保
守
派
つ
ま
り
反
改
革
派
か
ら
睨
ま
れ
て
、
三
〇
代
の

初
め
に
拉
致
監
禁
事
件
が
起
き
ま
す
。
当
時
ヨ
ハ
ネ
は
ア
ビ
ラ

に
い
た
の
で
す
が
、
夜
中
に
修
道
院
か
ら
拉
致
さ
れ
て
、
十
カ

月
近
く
の
間
、
ト
レ
ド
の
反
改
革
派
修
道
院
の
一
室
に
監
禁
さ

れ
、
改
革
運
動
か
ら
の
離
脱
を
強
要
さ
れ
続
け
ま
す
。
相
当
ひ

ど
い
待
遇
を
受
け
て
死
の
危
険
ま
で
感
じ
、
あ
る
夜
、
夜
陰
に

紛
れ
て
、
修
道
院
の
小
窓
か
ら
シ
ー
ツ
を
伝
っ
て
脱
出
す
る
と

い
う
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
︵
一
五
七
七
～

七
八
年
︶。

　

そ
れ
で
ま
た
改
革
運
動
に
戻
っ
て
尽
力
す
る
の
で
す
が
、
一

五
八
〇
年
に
は
改
革
派
が
独
立
し
ま
す
。
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
は

い
わ
ゆ
る
カ
リ
ス
マ
性
が
あ
っ
て
支
持
者
も
多
く
、
改
革
派
が

だ
ん
だ
ん
力
を
つ
け
て
い
っ
て
、
最
初
は
女
子
の
修
道
会
を
独

立
さ
せ
ま
す
。
や
が
て
、
男
子
の
修
道
会
も
独
立
し
て
、
改
革

派
の
ほ
う
が
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
、
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
改
革
派
の
中
で
ま
た
傍
流
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
彼
の
活
動
拠
点
は
、だ
い
た
い
南
の
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
地
方
で
、

特
に
グ
ラ
ナ
ダ
で
し
た
。
初
め
は
、
改
革
派
の
最
初
の
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
し
重
要
視
さ
れ
て
い
て
、
だ
い
た
い
序
列
三
位
ぐ
ら
い

の
と
こ
ろ
に
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
新
し
く
入
っ
て
き
た
辣
腕

の
ニ
コ
ラ
ス
・
ド
リ
ア
と
い
う
人
物
が
男
子
改
革
派
の
中
心
に

な
り
、
ヨ
ハ
ネ
は
ド
リ
ア
と
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
突
然
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一
切
の
役
職
を
解
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
︵
テ
レ
サ
は
数
年
前
に
世
を

去
っ
て
い
ま
し
た
︶。
一
五
九
一
年
七
月
の
こ
と
で
、
八
月
に
は
、

本
拠
地
だ
っ
た
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
ハ
エ
ン
地
方
の
田
舎
の
修
道

院
に
引
き
こ
も
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
静
か
な
祈
り
の

生
活
に
専
念
す
る
こ
と
が
願
い
だ
っ
た
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
は
、

む
し
ろ
望
ま
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ

が
、
隠
棲
し
て
ほ
ど
な
く
病
気
に
か
か
り
、
治
療
の
た
め
に
移
っ

た
ウ
ベ
ダ
と
い
う
小
さ
い
町
で
急
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
感
染

症
の
熱
病
で
死
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
、
病
状
か
ら
は
想
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
五
九
一
年
の
十
二
月
、
四
九
歳
で
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
最
晩
年
は
改
革
派
内
部
で
も
批
判
さ
れ
て
、
毀
誉
褒
貶

が
定
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
著
作
は
刊
行
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
全
て
手
写
本
で
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

彼
を
慕
う
優
れ
た
弟
子
は
多
く
、
彼
の
書
い
た
も
の
が
だ
ん
だ

ん
評
価
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
世
紀
が
変
わ
る
と
修
道
会
内
部
で

の
評
価
は
確
立
し
て
、
著
作
集
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま

す
︵
一
六
一
八
年
︶。

　

や
が
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
全
体
の
中
で
も
評
価
が
高
ま
り
、

福
者
に
な
り
︵
一
六
七
五
年
︶、
聖
人
に
な
り
︵
一
七
二
六
年
︶、
二

十
世
紀
前
半
に
は
教
会
博
士
と
い
う
最
高
の
評
価
を
得
る
に
い

た
り
ま
す
︵
一
九
二
六
年
︶。
こ
れ
に
は
、
先
に
お
話
し
し
た
、
十

九
世
紀
～
二
十
世
紀
の
神
秘
主
義
ブ
ー
ム
が
背
景
に
あ
り
、
カ

ト
リ
ッ
ク
神
学
者
の
中
で
最
も
優
れ
た
神
秘
家
の
一
人
と
し
て

神
学
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
文
脈
を
離
れ
て
も
、
十
字

架
の
ヨ
ハ
ネ
は
傑
出
し
た
人
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

不
思
議
な
「
自
筆
の
磔
刑
図
」

　

で
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
が
残
し
た
自
筆
の
素
描
画
を
初

め
に
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
小
さ
な
磔
刑
図
で
す
が
、
お
そ
ら

く
ア
ビ
ラ
時
代
に
描
か
れ
た
も
の
で
す
。
彼
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は
両
肩
が

脱
臼
し
た
か
の
よ
う
に
、
腕
が
ぐ
ん
と
伸
び
、
上
体
が
十
字
架

か
ら
離
れ
て
垂
れ
下
が
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ

が
あ
り
ま
す
が
、
注
目
す
べ
き
は
構
図
で
す
。
上
方
か
ら
十
字

架
を
見
下
ろ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
構
図
は
通
常
の

イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
目
線
で
は
十
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字
架
と
い
う
の
は
見
上
げ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
、
な
ぜ
か
上

か
ら
見
て
い
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
自
身
が
霊
的
ビ
ジ
ョ
ン
の

中
で
見
た
も
の
だ
、
と
伝
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
論
拠
は
定

か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
う
い
う
絵
を
残
し
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
す
。
丁
寧
に
見
る
と
、
汗
の
よ
う
な
も
の
が
滴し

た
た

っ
て

い
ま
す
。
難
し
い
構
図
を
巧
み
に
描
い
て
い
ま
す
が
、
彼
は
少

年
時
代
に
、
い
わ
ゆ
る
﹁
手
に
職
を
つ
け
る
﹂
た
め
に
、
い
ろ

ん
な
仕
事
を
し
て
い
て
、
そ
の
な
か
で
絵
付
け
の
修
業
も
し
た

よ
う
で
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
美
術
史
家
、
ル
ネ
・
ユ
イ
グ
が

│
池
田
大
作

氏
と
の
対
談
集
︵﹃
闇
は
暁
を
求
め
て
﹄︶
が
あ
り
ま
す
ね

│
、

こ
の
絵
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
︵R

ené H
uyghe, « Le C

hrist de 

Saint Jean de la C
roix » in  L’Espagne M

ystique, 1945, pp. 112-3.

︶。

十
字
架
に
架
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
体
は
ほ
と
ん
ど
下
に
落
ち
て

い
る
が
、
光
の
当
た
り
方
を
見
る
と
、
上
か
ら
光
が
当
た
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
十
字
架
は
空
を
飛
ん
で
い
る
と
考
え
ら

れ
る
と
い
う
の
で
す
。
ル
ネ
・
ユ
イ
グ
の
解
釈
だ
と
、
私
ど
も

が
死
の
床
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
き
に
、
神
父
が
終
油
の
秘
蹟

を
与
え
る
。
そ
の
と
き
、
十
字
架
を
上
か
ら
見
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
関
係
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
﹁
上
か
ら
見
る
﹂
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ダ
リ
が
﹁
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
絵
を
描
い

「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
」
直
筆
の
磔
刑
図
（
ア
ビ
ラ
の
エ
ン
カ
ル
ナ
シ
オ
ン

修
道
院
所
蔵
、
57
×
47
㎜
）
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て
い
ま
す
。
船
や
漁
師
の
い
る
湖
の
上
空
を
飛
ん
で
い
る
十
字

架
で
す
。
一
九
五
〇
年
代
初
め
に
ダ
リ
が
描
い
た
十
字
架
の
キ

リ
ス
ト
像
は
二
種
類
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
最
初
の
作
品

で
す
。
ダ
リ
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
す
。

詩
と
四
冊
の
主
著

　

次
に
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
著
作
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

ヨ
ハ
ネ
は
い
わ
ゆ
る
神
学
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
た
く
さ
ん

の
著
述
を
残
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
む
し
ろ

詩
人
で
し
た
。
詩
の
作
品
は
十
二
編
ほ
ど
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

詩
人
と
し
て
の
評
価
は
と
て
も
高
く
、
ス
ペ
イ
ン
文
学
史
に
は

必
ず
登
場
し
ま
す
。
主
著
と
い
え
る
も
の
は
四
冊
あ
る
の
で
す

が
、
ど
れ
も
自
分
の
書
い
た
﹁
詩
﹂
を
自
分
で
註
解
す
る
と
い

う
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
特
異
な
形
式
が
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
な
か
な
か
重
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

彼
が
こ
れ
ら
の
詩
や
著
作
を
い
つ
書
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
は
、

自
分
の
こ
と
を
た
く
さ
ん
書
い
て
い
て
、
彼
女
の
心
の
成
長
・

変
化
は
よ
く
た
ど
れ
る
の
で
す
が
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
自
分

語
り
を
し
ま
せ
ん
。
手
紙
も
最
晩
年
の
も
の
し
か
残
っ
て
い
な

い
。
で
す
か
ら
、
彼
の
個
人
的
な
内
面
の
あ
り
方
や
神
秘
体
験

の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
資
料
的
に
は
ほ
と
ん
ど
た
ど
れ

ま
せ
ん
。
著
作
の
時
期
も
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
が
、
お
お

よ
そ
の
順
序
は
著
作
の
内
容
か
ら
推
測
で
き
ま
す
。

　

彼
は
ま
ず
、
詩
を
書
き
ま
し
た
。
ま
と
ま
っ
て
書
い
た
時
期

は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
、
改
革
運

動
の
軋
轢
の
な
か
で
反
改
革
派
に
拉
致
さ
れ
て
囚
人
に
近
い
生

サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ダ
リ
「
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
キ
リ
ス
ト
」（
１
９
５
１

年
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
ケ
ル
ビ
ン
グ
ロ
ー
ブ
・
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
所
蔵　

ⒸAlam
y/PPS

通
信
社
）
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活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
と
き
で
す
。
監
禁
さ
れ
て
い
た
部
屋
の

監
視
人
と
仲
良
く
な
っ
て
、
小
さ
な
手
帳
と
筆
記
具
を
も
ら
い
、

そ
れ
に
獄
中
で
作
っ
た
詩
を
数
編
書
き
つ
け
た
の
で
す
。
脱
出

し
た
と
き
に
そ
れ
だ
け
を
携
え
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
詩

の
言
葉
が
あ
る
意
味
で
は
彼
の
最
初
の
言
葉
で
す
。
い
ろ
い
ろ

な
詩
が
あ
る
の
で
す
が
、
暗
い
闇
の
中
で
愛
が
芽
生
え
、
燃
え

伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
恋
愛
詩
が
中
心
で
す
。
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
、
神
へ
の
愛
は
、
恋
愛
の
言
葉
で
最
も
ふ
さ

わ
し
く
表
現
で
き
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
命
の
危
険
に
ま

で
直
面
し
た
な
か
で
、
彼
の
孤
独
な
魂
が
神
と
の
深
い
交
わ
り

を
得
た
、
そ
の
魂
の
境
地
を
言
葉
に
し
た
と
き
、
あ
る
種
の
恋

愛
叙
情
詩
に
な
っ
た
、
と
想
定
で
き
ま
す
。

　

い
さ
さ
か
図
式
化
す
れ
ば
、
自
身
の
魂
の
体
験
な
り
境
地
な

り
が
、
言
語
以
前
の
い
の
ち
の
実
感
と
し
て
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、

そ
の
﹁
境
地
﹂
に
最
も
近
い
言
葉
の
か
た
ち
と
し
て
﹁
詩
﹂
が

書
か
れ
た
。
詩
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
意
味
で
完
結
し
た
言
語

作
品
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
を
理
論
的
に

説
明
す
る
必
要
は
な
い
も
の
で
し
ょ
う
。
い
わ
ば
そ
れ
だ
け
で

自
立
し
た
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
た
し
か
に
詩
は
何
か
を
歌
っ

て
い
る
。
彼
の
詩
を
読
ん
だ
弟
子
た
ち
、と
く
に
修
道
女
た
ち
は
、

こ
の
恋
愛
詩
の
﹁
意
味
﹂
を
ヨ
ハ
ネ
に
尋
ね
ま
す
。
彼
の
神
秘

思
想
が
説
か
れ
る
理
論
的
な
主
著
群
が
こ
う
し
て
書
か
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
詩
の
註
解
と
い
う
形
式
の
著
作
は
こ
う
し
た

経
緯
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
彼
の
神
秘
思
想
を
知
ろ

う
と
す
る
な
ら
、
理
論
的
註
解
を
通
し
て
、
最
後
は
詩
の
言
葉

に
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
こ
の
意
味
で
は
、
十
字

架
の
ヨ
ハ
ネ
の
詩
は
、
宗
教
思
想
が
生
ま
れ
る
と
き
の
聖
書
・

教
典
の
位
置
に
準
じ
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
詩
の
註
解
で
も
あ
る
主
著
は
四
つ
あ
っ
て
、
そ
こ
で

彼
の
神
秘
思
想
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
も
興
味
深

い
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
私
の
理
解
で
は
、
著
述
の
順
序
と
し
て

は
初
め
に
書
か
れ
た
だ
ろ
う
﹃
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
﹄
と
﹃
魂
の

暗
夜
﹄
と
い
う
二
つ
の
本
、
こ
れ
は
同
じ
詩
の
同
じ
箇
所
に
つ

い
て
の
註
解
な
の
で
す
が
、こ
の
両
書
と
、﹃
霊
の
讃
歌
﹄
と
﹃
愛

の
生
け
る
炎
﹄
と
題
さ
れ
る
二
つ
の
本
で
は
、
そ
の
書
き
ぶ
り
、

文
体
が
相
当
に
違
う
の
で
す
。
著
作
の
雰
囲
気
自
体
が
異
な
っ

て
い
ま
す
。
前
者
は
、
あ
る
種
、
真
っ
暗
で
す
。
神
秘
思
想
の

否
定
神
学
的
な
面
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
ダ
ー
ク
な
﹁
闇
﹂
の
面
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が
強
調
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
神
秘
思
想
が
ホ
ッ

ト
な
﹁
恋
愛
﹂
の
言
葉
で
書
か
れ
ま
す
。
こ
の
対
照
的
な
も
の
が
、

ほ
ぼ
同
時
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
真
っ
暗
な
闇
の
世
界
と

熱
い
愛
の
世
界
が
、
ど
う
し
て
同
時
に
書
か
れ
て
い
る
の
か
。

こ
れ
が
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
全
体
像
を
見
る
と
き
に
面
白
い

と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
両
方
が
同
時
に
あ
る
と
こ
ろ
が
、
彼

の
神
秘
思
想
の
、
あ
る
い
は
彼
が
生
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
﹁
神

と
の
合
一
﹂
の
境
地
の
あ
り
さ
ま
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

②
読
解

　

概
要
の
紹
介
に
か
な
り
時
間
を
割
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
続

い
て
こ
の
﹁
闇
﹂
の
神
秘
思
想
と
﹁
恋
愛
﹂
の
神
秘
思
想
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
核
心
に
つ
い
て
私
の
解
釈
を
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

神
と
の
断
絶
の
意
識

　

─
「
形
而
上
学
」
か
ら
「
神
秘
主
義
」
へ

　

ま
ず
、﹁
闇
﹂
が
強
調
さ
れ
る
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思

想
の
﹁
無
の
系
﹂
と
も
い
う
べ
き
側
面
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま

す
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
も
宗
教
改
革
の
時
代
と
同
じ
時
代
に
生

き
て
い
ま
す
。
ル
タ
ー
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
と
は
、
あ

る
感
覚
を
共
有
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
神
と
自
分

の
い
る
世
界
と
の
﹁
断
絶
﹂
の
実
感
で
す
。
中
世
世
界
を
代
表

す
る
と
さ
れ
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
の
原
理
と
さ
れ

た
こ
と
も
あ
る
﹁
存
在
の
類
比
﹂
の
よ
う
な
、
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
は
こ
の
世
の
地
平
か
ら
出
発
し
て
だ
ん
だ
ん
高
い
と
こ
ろ
に

昇
っ
て
行
っ
て
神
と
ひ
と
つ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う

経
路
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
ど
こ
か
で
失
わ
れ
て
い
っ
た
時
代
だ
と

思
い
ま
す
。

　

彼
は
﹃
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
﹄
で
、
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

　
﹁
高
級
な
も
の
で
あ
れ
低
級
な
も
の
で
あ
れ
、
い
か
な
る
被
造

物
も
魂
を
神
と
最
短
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
し
、
神
の

存
在
と
の
類
似
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
⋮
⋮
神
と
そ
れ
ら
被
造

物
と
の
間
に
は
い
か
な
る
繋
が
り
も
本
質
的
類
似
も
な
く
、
む

し
ろ
神
の
存
在
と
被
造
物
の
存
在
と
の
間
の
距
離
は
無
限
で
あ

り
、
ゆ
え
に
知
性
が
、
天
上
の
で
あ
れ
地
上
の
で
あ
れ
、
被
造

物
を
媒
介
と
し
て
神
に
到
り
着
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
そ
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こ
に
は
い
か
な
る
類
似
性
の
比
例
［
類
比
］
も
な
い
の
だ
か
ら
﹂

︵
第
二
部
八
章
三
節
︶。

　

だ
か
ら
、﹁
知
性
は
、
そ
の
知
解
内
容
を
以
て
し
て
は
、
神
に

似
た
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
意
志
は
、
神
そ
の
も

の
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
快
さ
や
甘
美
さ
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き

ず
、
記
憶
は
、
神
を
表
す
観
念
や
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
力
に
提
供

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂︵
同
五
節
︶。

　

こ
れ
は
形
而
上
学
的
に
言
え
ば
、
神
と
人
間
と
の
絶
対
的
な

断
絶
性
で
す
。
哲
学
的
に
唯
名
論
、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
が
支
配
的

に
な
っ
た
世
界
で
、
神
と
人
間
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
切
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
、
神
様
と
つ
な
が
り
た
い
。﹁
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
﹂。
こ
れ
が
、
彼
の
、
ま
た
近
代
初
期
の
先
鋭

的
な
人
々
の
問
い
で
し
た
。
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト

教
会
が
説
く
教
え
で
は
、
神
と
の
つ
な
が
り
が
実
感
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
神
秘
思
想
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。

実
践
論
と
し
て
の
「
無
の
途
」

　

こ
の
世
と
神
と
の
世
界
が
ま
っ
た
く
断
絶
し
て
い
る
と
し
た

ら
、
神
と
合
一
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
ひ
と
つ
の

方
向
は
︽
無
の
途み

ち

︾
で
す
。
神
か
ら
切
れ
て
い
る
こ
の
世
か
ら

出
て
行
く
し
か
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
で
言
え
ば
﹁
離

脱
の
道
﹂
で
す
。
そ
の
あ
り
さ
ま
が
、﹃
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
﹄
と

﹃
魂
の
暗
夜
﹄
に
は
、
詳
細
に
ま
た
精
密
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

原
理
は
単
純
で
す
。﹁
神
自
身
﹂
で
は
な
い
こ
の
世
の
全
て
を
捨

て
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
の
世
的
な
も
の
へ

の
執
着
は
た
い
へ
ん
根
深
い
の
で
、
人
間
心
理
の
細
か
な
襞
や
、

心
の
奥
底
に
巣
く
う
密
か
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
逐

一
剔
抉
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
無
の
途
は
ど
ん
ど
ん

つ
ら
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
内
容
で
す
。

　
﹃
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
﹄
は
、
こ
の
無
の
途
の
能
動
面
、
つ
ま
り
、

神
と
の
合
一
の
た
め
に
﹁
自
分
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
﹂
と

い
う
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
修
道
生
活
の
中
で
は

い
ろ
い
ろ
な
霊
的
体
験
や
欲
求
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
が
、
そ
う

し
た
も
の
に
ど
う
対
処
し
た
ら
い
い
か
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

が
、
い
ま
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、﹁
あ
ら
ゆ
る
執
着
を
捨
て
な
さ

い
﹂
と
い
う
原
理
に
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
姉
妹
編
の
﹃
魂
の
暗
夜
﹄

の
方
は
、
そ
う
し
た
無
の
途
、
否
定
の
行
の
結
果
生
じ
て
く
る

魂
の
、
心
の
状
態
が
、
と
く
に
そ
の
苦
し
さ
が
主
題
に
な
り
ま
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す
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
伝
統

的
に
﹁
魂
の
暗
夜
︵D

ark N
ight of the Soul

︶﹂
と
言
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
が
典
型
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
無
の
途
は
も
ち
ろ
ん
苦
し
い
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
先
に
は
、
素
晴
ら
し
い
愛
の
世
界
が
開
け
る
は
ず
で

す
。﹃
魂
の
暗
夜
﹄
は
、
そ
の
喜
び
の
世
界
が
開
け
る
手
前
で
中

断
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
含
め
て
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

の
神
秘
思
想
を
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
全
体
の
構
図

を
、﹁
完
徳
の
山
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
図
で
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
﹁
完
徳
の
山
﹂
と
い
う
の
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
自
分
の
教

え
の
図
解
と
し
て
描
い
て
、
弟
子
た
ち
に
与
え
て
い
た
も
の
ら

し
く
、
掲
げ
た
の
は
そ
の
写
し
の
一
つ
で
す
︵
図
１
︶。
も
う
ひ

と
つ
の
図
版
︵
図
２
︶
は
、
最
初
の
著
作
集
に
載
せ
ら
れ
た
も
の

「
完
徳
の
山
」
図
２
（
著
作
集
版
）

完
徳
の
山
（
カ
ル
メ
ル
山
）
図
１
。『
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
』
の
概
要
の
図

解
と
し
て
、
弟
子
に
与
え
た
自
筆
素
描
の
写
し
（
ス
ペ
イ
ン
国
立
図
書

館
所
蔵
）
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で
す
。

　

素
描
で
は
、
図
の
上
に
﹁
カ
ル
メ
ル
山
︵M

onte C
arm

elo

︶﹂

と
あ
り
ま
す
。
カ
ル
メ
ル
山
と
い
う
の
は
パ
レ
ス
チ
ナ
に
実
際

に
あ
る
山
で
、﹁
カ
ル
メ
ル
会
﹂
と
い
う
名
前
の
元
に
な
り
ま
し

た
。﹁
カ
ル
メ
ル
山
に
登
る
﹂
と
い
う
の
が
﹁
神
に
近
づ
く
﹂
イ

メ
ー
ジ
と
な
り
ま
す
。
こ
の
山
に
登
る
道
が
三
つ
描
か
れ
て
い

ま
す
。
向
か
っ
て
右
の
道
は
、
地
上
の
善
を
た
ど
っ
て
行
く
、

こ
の
世
の
幸
せ
を
通
っ
て
行
く
道
で
す
。
し
か
し
こ
の
道
は
、

よ
く
見
る
と
山
頂
に
は
通
じ
て
い
な
く
て
、
脇
の
方
に
逸
れ
て

い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
反
対
側
の
左
の
道
は
、
天
上
の
幸
せ
を

通
っ
て
い
く
道
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
体
験
と
か
、
宗
教
的
な

努
力
に
よ
っ
て
神
に
到
ろ
う
と
い
う
道
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の

道
も
、
カ
ル
メ
ル
山
頂
に
は
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。
著
作

集
版
の
山
頂
に
書
い
て
あ
る
﹁IV

G
E C

O
N

V
IV

IV
M

﹂
と
い
う

の
は
、
永
遠
の
祝
宴
、
永
遠
に
続
く
幸
せ
と
い
っ
た
意
味
で
す
。

真
ん
中
の
細
い
道
だ
け
が
、
こ
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
道
の
上
に
は
﹁
ナ
ダ
︵nada

︶﹂
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
語
だ
け
が
、

七
つ
ぐ
ら
い
書
い
て
あ
り
ま
す
。﹁
無
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。
元

の
自
筆
の
写
し
の
ほ
う
で
は
﹁
無
、
無
、
無
、
無
、
無
、
無
、

山
の
中
で
も
無
﹂
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
地
上
的
な
﹁
所
有
﹂

と
か
﹁
喜
び
﹂
と
か
、
天
上
的
な
﹁
栄
光
﹂
と
か
﹁
知
識
﹂
と

か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
て
を
﹁
こ
れ
で
は
な
い
﹂﹁
こ
れ
で
も

な
い
﹂
と
否
定
し
て
い
っ
て
、
全
て
を
捨
て
て
行
く
こ
と
で
、

ゴ
ー
ル
に
達
す
る
の
で
す
。

「
完
徳
の
山
」
の
箴
言
：
無
即
全

　

山
の
図
の
最
下
部
に
は
、
こ
の
無
の
教
え
を
箴
言
化
し
た
言

葉
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
﹁
そ
の
全
て
を
味
わ
う

に
到
る
に
は
／
何
も
の
に
も
味
わ
い
を
得
ん
と
欲
し
て
は
な
ら

な
い
︹
無
︵nada

︶
に
味
わ
い
を
得
ん
と
欲
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︺﹂

﹁
そ
の
全
て
を
知
る
に
到
る
に
は
／
何
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
ん
と

欲
し
て
は
な
ら
な
い
﹂﹁
そ
の
全
て
を
所
有
す
る
に
到
る
に
は
／

何
ひ
と
つ
と
し
て
所
有
せ
ん
と
欲
し
て
は
な
ら
な
い
﹂。
全
て
を

得
る
た
め
に
は
無
を
得
よ
、

│
と
い
う
、
い
わ
ば
︽
無
即
全
︾

の
教
え
で
す
。

　

全
て
を
味
わ
う
と
か
、
全
て
を
知
る
と
か
、
全
て
を
所
有
す

る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
人
間
の
根
源
的
な
欲
望
で
、
悪
い
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
﹁
全
て
﹂
に
到
る
た
め
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に
は
、
そ
の
途
中
で
は
何
も
味
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
何
も

所
有
し
て
は
い
け
な
い
し
、
何
も
知
っ
て
は
い
け
な
い
。﹁
存
在

す
る
こ
と
の
な
い
も
の
︹
つ
ま
り
無
︺
に
到
る
に
は
／
存
在
す

る
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
を
通
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
﹂、
つ
ま

り
﹁
無
﹂
を
通
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
を
通
っ
て

行
き
、
最
後
ま
で
無
で
す
。
で
も
、
そ
の
無
は
、
同
時
に
全
て

で
も
あ
る
。
逆
説
的
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
い
う
言
い
方
は
東
洋
思
想
に
な
じ
ん
で
い
る
人
に
と
っ

て
は
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
思
想
史
の
な
か
で
は
異
様
に
、
ま
た
鮮
烈
に
響
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
﹁
無
の
思
想
家
﹂
だ
と
強
調

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
仏
教
に
近
い
と
か
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
私
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
が
。

　

彼
は
、
こ
の
﹁
無
﹂
に
到
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
段
階
を
く

わ
し
く
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
い
さ
さ
か
複
雑
で
す
し
、
原

理
と
し
て
は
い
ま
言
っ
た
こ
と
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

「〈
無
〉
の
言
語
系
か
ら
〈
愛
〉
の
言
語
系
へ
」

　

で
は
、
無
の
果
て
に
何
が
起
こ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
東
洋
の
諸
宗

教
で
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、﹁
無
﹂
と
言
っ
て
も
何
も

な
い
だ
け
で
終
わ
る
わ
け
は
な
い
。
何
も
な
い
境
地
に
行
っ
て
、

そ
の
ま
ま
ど
こ
か
へ
溶
け
て
消
え
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
言
語
世
界
は
、
し
か
し
、
こ
の
﹁
全
て
﹂

で
も
あ
る
﹁
無
の
世
界
﹂
の
実
相
を
語
る
た
め
に
、
一
種
の
ジ

ャ
ン
プ
を
す
る
。
ジ
ャ
ン
プ
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
通
常
の
論
理

と
か
常
識
を
﹁
逸
脱
﹂
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
す
。

　

ジ
ャ
ン
プ
す
る
先
は
、
神
と
の
合
一
を
﹁
愛
﹂
の
、
あ
る
い

は
﹁
恋
愛
﹂
の
言
葉
で
語
り
尽
く
そ
う
と
す
る
世
界
で
す
。﹁︿
無
﹀

の
言
語
系
か
ら
︿
愛
﹀
の
言
語
系
へ
﹂
の
移
行
、
と
言
い
た
い

と
こ
ろ
で
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、﹁︿
無
﹀
の
言
語
系
﹂

は
男
性
修
道
士
用
で
あ
り
、
あ
る
程
度
学
問
が
あ
っ
て
知
性
的

な
概
念
や
論
理
で
も
の
を
考
え
ら
れ
る
人
を
読
者
に
想
定
し
て

い
ま
す
。
一
方
、︿
愛
﹀
の
言
語
系
の
ほ
う
は
修
道
女
、
シ
ス
タ
ー

用
で
す
。
読
者
に
対
し
て
は
、
で
す
か
ら
、
知
性
に
よ
る
理
解

よ
り
も
、
情
念
・
情
動
で
読
ん
で
ほ
し
い
、
む
し
ろ
そ
れ
が
大

事
だ
と
言
い
ま
す
。﹁
情
念
で
感
じ
る
こ
と
の
ほ
う
が
知
性
で
理

解
す
る
こ
と
よ
り
も
大
事
だ
﹂
と
彼
は
考
え
て
い
る
の
で
す
。
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婚
姻
神
秘
主
義
の
世
界
：
「
愛
」
の
合
一

　

で
は
、
修
道
女
向
け
と
い
う
愛
の
言
語
系
の
著
作
、﹃
霊
の
讃

歌
﹄
と
﹃
愛
の
生
け
る
炎
﹄
が
そ
れ
な
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は

ど
ん
な
こ
と
が
、
と
く
に
﹁
神
と
の
合
一
﹂
に
つ
い
て
語
ら
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
修
道
士
向
け
の
︿
無
﹀
の
言
語
系
で
は
、

否
定
の
教
説
が
目
立
ち
ま
し
た
。
こ
の
世
の
、
ま
た
天
上
の
ど

ん
な
こ
と
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
霊
的
体
験
も
、
そ
れ
は
﹁
神

ご
自
身
﹂
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
も
の
に
執
着
せ
ず
、

﹁
無
・
無
・
無
・
無
・
・
﹂
と
捨
て
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

し
た
。
そ
し
て
そ
の
果
て
に
到
達
す
る
だ
ろ
う
﹁
カ
ル
メ
ル
山

頂
﹂
で
の
永
遠
の
喜
び
の
境
地
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
は
ほ

と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、﹃
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
﹄

な
ど
の
学
問
的
、
概
念
的
な
言
語
で
は
語
れ
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
シ
ス
タ
ー
向
け
の
著
作
で
は
、
彼
は
学
問
的
な

言
葉
遣
い
や
神
学
上
の
配
慮
な
ど
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
自
由
に

語
り
ま
す
。﹁
合
一
﹂
の
境
地
に
つ
い
て
も
、
大
胆
な
愛
の
言
葉

で
語
り
ま
す
。
そ
の
際
、
こ
れ
ら
の
著
作
が
、
自
作
の
恋
愛
詩

へ
の
註
解
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
効
い
て
き
ま

す
。﹃
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
﹄
や
﹃
魂
の
暗
夜
﹄
と
い
っ
た
著
述
で

は
、
こ
の
点
は
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

で
す
の
で
、
彼
の
恋
愛
詩
と
い
う
の
が
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、

そ
れ
を
、
拙
い
飜
訳
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ

の
詩
の
言
葉
が
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
の
最
初
の
言

葉
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
最
後
の
言
葉
、
神
秘
そ
の
も
の
に
最

も
近
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、
先
ほ
ど
申
し
て
お
き
ま
し
た
。

　
﹁
暗
夜
︵N

oche O
scura

︶﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
い
ち
ば
ん
名

高
い
詩
を
見
て
み
ま
す
。

　
﹁
あ
る
暗
い
夜
／
愛
に
駆
ら
れ
て　

燃
え
る
思
い
で
／
あ
あ　

し
あ
わ
せ
な
冒
険
！
／
気
づ
か
れ
ず
に
家
を
出
た
／
わ
が
家
は

も
う
静
ま
っ
て
い
た
﹂。
こ
の
﹁
私
﹂
と
い
う
の
は
女
性
で
す
。

人
が
寝
静
ま
っ
た
夜
中
に
、
若
い
女
性
が
密
か
に
家
を
出
て
行

き
ま
す
。
か
な
り
危
険
だ
し
、
奔
放
な
行
動
の
よ
う
に
感
じ
ま

す
ね
。

　
﹁
闇
の
な
か
へ　

迷
い
も
な
し
に
／
秘
密
の
梯
子
で　

姿
も
変

え
て
﹂。
こ
れ
は
変
装
し
て
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
を
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
は
、﹁
神
で
あ
る
恋
人
だ
け
を
求
め
て
、
魂
が
密
か
に
、

こ
の
世
へ
の
全
て
の
関
心
か
ら
脱
出
し
た
﹂
と
い
っ
た
意
味
だ
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と
解
説
し
ま
す
。
じ
つ
は
、﹃
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
﹄
と
﹃
魂
の
暗

夜
﹄
は
、
こ
の
詩
の
こ
の
箇
所
ま
で
の
註
解
と
し
て
書
か
れ
ま

し
た
。

　
﹁
こ
の
し
あ
わ
せ
な
夜
の
な
か
／
秘
密
の
な
か
で　

私
は
誰
に

も
見
ら
れ
な
か
っ
た
／
私
も
何
も
見
な
か
っ
た
／
導
く
灯
は　

な
に
も
な
か
っ
た
／
た
だ
私
の
心
に
燃
え
る
も
の
ば
か
り
﹂。

真
っ
暗
な
中
で
、
心
に
燃
え
る
の
は
﹁
愛
の
炎
﹂
で
す
。﹁
こ
れ

が
私
を
導
い
て
く
れ
た
／
真
昼
の
光
よ
り
も
っ
と
確
か
に
﹂。
光

は
間
違
う
け
れ
ど
も
、
愛
の
炎
は
間
違
え
な
い
。
ど
こ
に
導
い

て
く
れ
た
か
と
い
う
と
、﹁
そ
こ
で
私
を
待
っ
て
い
て
く
れ
た
／

私
も
よ
く
知
っ
て
い
る　

あ
の
方
が
／
そ
こ
に
は
ほ
か
に
は
誰

も
来
な
い
﹂。
恋
人
が
待
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
、
他

に
誰
も
来
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
夜
を
讃
え
ま
す
。﹁
あ
あ　

夜
よ　

あ
な
た
が
導
い

て
く
れ
た
！
／
あ
あ　

黎し
の

明の
め

よ
り
い
と
し
い
夜
！
／
あ
あ　

夜

よ　

あ
な
た
が
ふ
た
り
を
結
ん
で
く
れ
た
！
／
恋
す
る
男
を　

恋
す
る
女
と
／
恋
す
る
女
は　

恋
す
る
男
と　

同
じ
姿
に
変

わ
っ
て
し
ま
う
﹂。
ち
ょ
っ
と
謎
め
い
た
言
い
方
で
す
が
、
こ
こ

で
、
彼
女
の
恋
が
成
就
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
、
男
と
女
の
恋
愛
の
比
喩
を
神
と
人
間
の
関
係
に
そ
の

ま
ま
ず
ら
し
込
ん
で
、
神
へ
の
愛
を
う
た
い
あ
げ
る
と
い
う
伝

統
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
婚
姻
神
秘
主
義
、
花
嫁
神
秘
主
義
な

ど
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
語
り
方
の
伝
統
は
古
代
か
ら
連

綿
と
あ
っ
て
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
そ
の
伝
統
に
ど
っ
ぷ
り
使
っ

て
詩
を
書
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
こ
の
恋
人
同
士
は
結
ば
れ
、
つ
ま
り
神
と
人
間
と

の
合
一
が
成
る
わ
け
で
す
が
、
合
一
と
は
、
神
と
人
と
の
愛
の

成
就
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
詩
の
後
半
で
は
、
そ

の
境
地
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
う
ま
く
訳
せ
ま
せ

ん
が
、﹁
花
の
よ
う
な
私
の
胸
／
こ
の
人
の
た
め
に
だ
け　

潔
く

護
っ
て
き
た
／
そ
こ
に　

こ
の
方
は
ま
ど
ろ
ん
で
／
私
は
か
れ

を
い
つ
く
し
ん
で
／
杉
の
扇
は
そ
よ
風
を
送
り
ま
し
た
﹂﹁
狭は

ざ
ま間

か
ら　

風
が
な
が
れ
て
／
恋
人
の　

髪
を
ま
さ
ぐ
る　

私
に
触

れ
た
／
そ
の
透
明
な
手
で
／
う
な
じ
を
掠か

す

め
た
／
す
る
と
五
感

が
み
な　

消
え
て
し
ま
っ
た
﹂。

　

こ
こ
で
は
二
人
が
抱
き
合
っ
て
い
ま
す
。
安
ら
い
で
、
互
い

の
胸
に
抱
か
れ
て
寝
て
い
ま
す
。﹁
狭
間
﹂
と
訳
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
西
洋
の
城
の
城
壁
に
あ
る
ノ
コ
ギ
リ
型
の
凸
凹
の
こ
と
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で
す
。
そ
こ
か
ら
気
持
ち
の
い
い
風
が
流
れ
て
き
て
、
恋
人
の

髪
を
ま
さ
ぐ
っ
て
い
る
私
の
う
な
じ
に
触
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

私
の
意
識
は
ふ
ー
っ
と
飛
ん
で
し
ま
う
。﹁
そ
の
ま
ま
じ
っ
と　

我
を
忘
れ
て
／
恋
人
に　

頬
よ
せ
た
ま
ま
／
全
て
は
止
ん
だ　

も
う
な
に
も
し
な
い
／
思
い
煩
い
は　

う
ち
棄
て
ら
れ
て
／
白

百
合
の
間
に　

忘
れ
去
ら
れ
た
﹂

　

詩
は
、
こ
う
い
う
不
思
議
な
終
わ
り
方
を
し
ま
す
。

合
一
の
極
致
：
神
と
私
が
「
ふ
た
り
」
に
な
る
こ
と

　

詩
は
、
そ
の
意
味
を
知
的
に
理
解
す
る
よ
り
も
、
感
じ
れ
ば

い
い
わ
け
で
す
が
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
詩
の
註
解
と
い
う
手

法
に
よ
っ
て
、
神
と
の
合
一
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
た
い
へ

ん
興
味
深
い
掴
ま
え
方
を
提
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

彼
の
神
秘
思
想
の
最
も
大
胆
な
姿
を
私
は
そ
こ
に
見
て
い
ま
す
。

最
後
に
そ
れ
を
説
明
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
﹃
霊
の
讃
歌
﹄
は
、
こ
の
婚
姻
神
秘
主
義
の
構
図
に
拠
っ
て
書

か
れ
た
も
の
で
、
註
解
さ
れ
る
詩
は
全
部
で
四
十
連
あ
っ
て
、

か
な
り
長
い
も
の
で
す
。
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
近
く
、
恋
人

で
あ
る
神
と
の
婚
姻
が
成
就
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
望
ま
れ

る
最
終
的
完
成
の
境
地
を
歌
お
う
と
し
て
い
る
第
三
六
歌
の
註

釈
に
、
こ
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
註
解
さ
れ
る
詩

︵﹁
歌
﹂︶
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
。﹁
楽
し
み
ま
し
ょ
う
、
愛
し
い

人
／
そ
し
て
あ
な
た
の
美
し
さ
の
な
か
で
、
見
に
行
き
ま
し
ょ

う
／
あ
の
山
へ
、
あ
の
丘
へ
／
そ
こ
に
は
清
水
が
湧
い
て
い
ま

す
／
繁
み
の
な
か　

も
っ
と
奥
へ
入
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
﹂︵﹃
霊

の
讃
歌
﹄
第
三
六
歌
︶

　

二
人
の
愛
は
も
う
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
の
愛
を
も
っ
と
深
め
て
い
こ
う
、
と
い
う
の
で
す
。﹁
楽
し
み

ま
し
ょ
う
、
愛
し
い
人
﹂。
愛
し
い
人
と
は
、
も
ち
ろ
ん
恋
人
で

あ
る
神
の
こ
と
で
す
。﹁
あ
な
た
の
美
し
さ
の
中
で
、
見
に
行
き

ま
し
ょ
う
﹂、
と
あ
り
ま
す
が
、
何
を
見
に
行
く
の
か
は
言
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
そ
の
解
説
で
ヨ
ハ
ネ
は
こ
ん
な
こ
と

を
書
い
て
い
ま
す
。

　
﹁
こ
れ
は
、︹
⋮
︺
愛
の
訓
練
に
よ
っ
て
、
永
遠
の
命
の
中
で
、

貴
方
の
美
の
中
で
私
た
ち
ふ
た
り
が
相
見
る
よ
う
に
い
た
し
ま

し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂。
つ
ま
り
、
美
の
中
で
何
を
見

る
か
と
い
う
と
、﹁
二
人
で
お
互
い
に
見
つ
め
合
う
﹂
の
だ
と
言

い
ま
す
。
麗
し
い
自
然
の
中
で
、
ふ
た
り
が
見
つ
め
合
う
。
続
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く
第
三
七
歌
で
は
、
洞
窟
に
入
っ
て
、
一
緒
に
お
酒
を
飲
み
ま

し
ょ
う
と
も
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
愛
し
合
い
、
楽

し
む
。

　

そ
う
す
る
と
、﹁
私
は
貴
方
の
美
へ
と
変
容
し
て
し
ま
っ
て
、

そ
れ
で
、
美
に
お
い
て
︹
私
は
貴
方
に
︺
似
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
﹂、
こ
う
註
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
愛
す
る
者
同
士
は
互
い
に

似
て
く
る
の
だ
、と
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、

も
う
神
に
似
た
自
分
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、﹁
私

は
も
う
、
貴
方
自
身
の
美
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
互
い
に
相
手
を
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が

相
手
の
中
に
自
分
の
美
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
﹂。

　

た
し
か
に
、
恋
を
す
る
と
人
は
美
し
く
な
る
と
い
い
ま
す
。

美
し
い
者
に
見
ら
れ
て
い
る
と
自
分
も
美
し
く
な
っ
て
い
く
。

あ
る
い
は
、
美
し
い
者
を
見
て
い
く
と
自
分
も
美
し
く
な
っ
て

い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
彼
は
言
い
ま
す
。
神
の
美
を
受
け
、

あ
る
い
は
恋
人
の
美
を
も
ら
っ
て
自
分
も
美
し
く
な
っ
て
い
く

わ
け
で
す
。
こ
の
﹁
私
﹂
は
、
自
分
の
美
し
さ
に
、
あ
る
種
の

自
信
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
初
め
か
ら
そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
詩
の
初
め
の
方
の
註
解
で
は
、
恋
愛
の
最
初
の
こ
ろ
の
あ

り
方
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
最
初

の
こ
ろ
、
恋
す
る
神
と
の
交
流
が
ま
だ
深
ま
っ
て
い
な
い
と
き

は
、
人
は
神
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
、
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
自
分
の
罪
深
さ
、
醜
さ
を
自
分
で
感
じ
て
、
恥
ず

か
し
い
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
愛
の
修
練
が
進
ん
で
い
く
と
、

魂
は
自
分
も
美
し
い
の
だ
、
と
自
信
を
も
っ
て
思
え
る
よ
う
に

な
る
。

　

こ
れ
は
、
地
上
の
男
女
の
恋
愛
に
な
ぞ
ら
え
て
も
、
あ
る
程

度
了
解
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
恋
を
し
た
こ
と

が
あ
る
人
は
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
が
、
最
初
は
恥
ず
か
し
く
て

好
き
な
人
の
顔
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
見
ら
れ
る
と
目
を

そ
ら
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
恋
愛
が
う
ま
く
進
め
ば
、
恋
人

の
愛
を
受
け
入
れ
て
、
つ
ま
り
自
分
が
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

自
分
で
認
め
て
、
愛
さ
れ
て
い
る
自
分
を
自
ら
肯
定
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
う
し
て
恋
人
に
見
つ
め
ら
れ
て
も
、
恥
ず
か
し
く

な
く
な
る
。
恋
人
の
目
を
見
つ
め
返
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
恋
人
同
士
が
街
の
中
で
目
を
見
つ
め
合
っ
て
じ
っ
と

固
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
幸
せ
だ
な
あ
と
思
い
ま
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す
が
︵
笑
︶。

　

そ
の
よ
う
に
、
神
の
愛
を
本
当
に
信
じ
ら
れ
れ
ば
、﹁
私
は
神

に
愛
さ
れ
て
い
る
ん
だ
﹂
と
、
そ
の
愛
を
素
直
に
受
け
て
、
つ

ま
り
私
が
神
に
深
く
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
私
を

愛
の
ま
な
ざ
し
で
見
つ
め
る
神
へ
と
ま
っ
す
ぐ
に
私
も
目
を
向

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
目
を
そ
ら
せ
な
い
で
、
神
に
見
ら
れ
、

ま
た
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
見
つ
め
合
う
。
こ
れ
が
合
一

の
境
地
で
す
。

「
神

-

人
」
関
係
が
成
就
す
る
場
と
し
て
の
「
神
の
美
」

　

そ
の
と
き
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
私
は
も
う

相
手
の
美
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
互
い
に
相
手
を
見
つ
め

る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
の
中
に
自
分
の
美
を
見
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。﹁
私
は
貴
方
を
貴
方
の
美
の
中
に
見
つ
め
、
貴
方

は
私
を
貴
方
の
美
の
中
に
見
つ
め
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
私
は
貴
方
の
美
の
中
で
私
を
貴
方
の
中
に
見
つ
め
、
貴

方
は
貴
方
の
美
の
中
で
貴
方
を
私
の
中
に
見
つ
め
る
こ
と
に
な

る
の
で
す
﹂

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
目
と
目
で
見
つ
め
合
っ
て
い

る
二
人
は
、
相
手
が
自
分
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
る
わ

け
で
す
。
恋
人
の
目
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
恋
人
が
愛
の
ま

な
ざ
し
で
私
を
見
て
い
る
、
そ
の
愛
の
視
線
を
見
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
恋
人
が
私
を
見
て
い
る
こ
と
を
見
る
わ
け
で
す
。

で
は
、
そ
の
恋
人
の
目
は
何
を
見
て
い
る
か
と
い
う
と
、
恋
人

を
愛
し
て
い
る
私
を
、
そ
の
視
線
を
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
具

体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
、
見
つ
め
合
う
恋
人
同
士
の
瞳
に
は
、

互
い
に
愛
す
る
相
手
が
自
分
を
見
つ
め
て
い
る
愛
の
ま
な
ざ
し

が
映
り
ま
す
ね
。
そ
こ
に
自
分
が
見
え
る
わ
け
で
す
。
相
手
を

う
っ
と
り
と
見
つ
め
て
い
る
自
分
の
視
線
が
、
相
手
の
目
に
映
っ

て
い
る
。
そ
の
私
を
見
る
わ
け
で
す
。
あ
な
た
が
私
を
見
る
、

そ
の
目
を
見
れ
ば
、
あ
な
た
を
見
て
い
る
私
が
見
え
る
。
そ
う

い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
視
線
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、

結
局
、
誰
が
誰
を
見
て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
見
え
て
い
る
の
は
あ
な
た
な
の
か
、

私
な
の
か
。

　

だ
か
ら
、
ヨ
ハ
ネ
は
、
も
う
少
し
先
で
、
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

﹁
こ
う
し
て
、
私
は
貴
方
の
美
の
中
で
貴
方
と
見
え
︵parezca

︶、

貴
方
は
貴
方
の
美
の
中
で
私
と
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
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う
﹂。
こ
の
﹁parezca

﹂
と
い
う
動
詞
は
、
英
語
で
言
え
ば
﹁ap-

pear

﹂
で
す
。
私
は
貴
方
と
し
て
、
貴
方
は
私
と
し
て
﹁
見
え
る
﹂

わ
け
で
す
。
さ
ら
に
は
﹁
私
の
美
は
貴
方
の
美
で
あ
り
、
貴
方

の
美
は
私
の
美
で
あ
り
ま
し
ょ
う
﹂
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
す
。

私
の
姿
と
美
し
い
神
の
姿
が
同
じ
美
し
さ
に
な
っ
て
く
る
と
い

う
の
で
す
。
そ
し
て
、
も
っ
と
言
い
ま
す
。﹁
私
は
貴
方
の
美
の

中
で
貴
方
で
あ
り
︵seré
︶、
貴
方
は
貴
方
の
美
の
中
で
私
で
あ
る

こ
と
で
し
ょ
う
﹂。
未
来
形
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
は
あ
な
た
に

な
る
・
あ
な
た
で
あ
る
︵ser

︶
と
い
う
ｂｅ
動
詞
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
性
が
漸
増
し
て
い
き
ま
す
。
最

初
は
﹁
あ
な
た
を
見
る
︵ver/ see

︶﹂、
次
は
﹁
あ
な
た
の
よ
う
に

見
え
る
︵parecer/ appear

︶﹂、
最
後
に
は
、
つ
い
に
﹁
私
は
あ
な

た
に
な
る
︵ser/ be

︶﹂
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
文
字
通
り

に
と
れ
ば
、﹁
異
端
﹂
宣
告
も
の
の
言
葉
で
す
。
直
訳
す
れ
ば
、

﹁
私
は
神
だ
﹂
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
。
で
も
、

神
と
の
合
一
の
境
地
で
は
、
こ
の
よ
う
に
な
る
の
だ
と
ヨ
ハ
ネ

は
言
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
﹁
実
際
に
﹂
ど
う
い
う
境
地
な
の
か
、
そ
れ
は
想
像

を
超
え
て
は
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
上
の
愛
の
世
界
で
も
、﹁
私

の
全
て
は
あ
な
た
の
も
の
、
あ
な
た
の
全
て
は
私
の
も
の
﹂
と

言
え
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
は
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
、

恋
愛
関
係
、
広
く
言
え
ば
人
と
人
と
の
交
わ
り
の
理
想
型
を
比

喩
と
し
て
、
神
と
人
と
の
交
わ
り
の
極
致
と
し
て
﹁
神
秘
的
合

一
﹂
を
語
ろ
う
と
す
る
の
が
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
婚
姻
神
秘

主
義
の
冒
険
な
の
で
す
。

「
三
位
一
体
」
へ
の
帰
入

　

別
の
場
面
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
は
、
神
と
の
合
一
を
、
三
位
一
体

で
あ
る
神
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
、
と
い
う
、
も
っ

と
神
学
的
な
言
い
方
も
し
て
い
ま
す
︵﹃
霊
の
讃
歌
﹄
第
三
九
歌
・

註
解
︶。
こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
基
本
に
則
っ
た
語
り
方

で
す
。
三
位
一
体
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
そ
の
も
の
の

構
造
で
す
が
、
し
か
し
、
吸
い
込
ま
れ
て
消
え
て
し
ま
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
に
吸
い
込
ま
れ
て
、
こ
の
世
か
ら
消
え

て
い
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

は
誤
解
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
神
秘
主
義
は
、
こ
の
世
か
ら
離

脱
し
て
永
遠
の
中
に
消
え
入
る
こ
と
を
理
想
の
境
地
す
る
思
想

で
は
な
い
か
、
神
と
二
人
だ
け
に
な
っ
て
、
こ
の
世
の
こ
と
を
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全
て
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
、
そ
う
い
う

言
い
方
が
表
に
出
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
私
の
理
解

で
は
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
が
語
っ
て
い
る
神
と
の
合
一
の
境
地

と
い
う
の
は
、
現
世
否
定
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
っ

き
言
っ
た
よ
う
な
﹁
神
と
私
の
区
別
が
な
く
な
る
境
地
﹂
で
す
。

だ
か
ら
、
神
を
﹁
美
し
い
﹂
と
言
え
る
な
ら
、
私
も
﹁
美
し
い
﹂

と
言
え
る
。
や
や
抽
象
的
に
言
え
ば
、
神
に
つ
い
て
述
語
さ
れ

る
こ
と
は
全
て
、﹁
私
﹂
に
つ
い
て
も
述
語
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
神
は
偉
大
だ
と
言
っ
た
ら
、あ
る
意
味
で
私
も
偉
大
で
す
。

世
界
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
世
界
に
関
わ
る
神
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

に
、
い
わ
ば
神
と
重
な
る
よ
う
に
し
て
﹁
私
﹂
も
置
か
れ
る
。

神
は
全
て
を
所
有
し
て
い
ま
す
。
全
て
を
所
有
す
る
と
い
う
の

は
、﹁
完
徳
の
山
﹂
の
箴
言
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
人
の
究
極
の

願
い
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
愛
す
る
あ
な
た
の
も
の
が
、
喜
び
も

悲
し
み
も
全
て
私
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
、
愛
の
完
成
だ
と
す

れ
ば
、
そ
う
し
た
か
た
ち
で
神
の
も
つ
全
て
が
私
の
も
の
に
な

る
わ
け
で
す
。

　
﹃
光
と
愛
の
言
葉
﹄
と
い
う
箴
言
集
に
収
め
ら
れ
た
﹁
愛
に
と

ら
え
ら
れ
た
魂
の
祈
り
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
は
、
神
と
の
愛

の
合
一
の
境
地
に
あ
る
魂
が
、
こ
ん
な
言
葉
を
語
っ
て
い
ま
す
。

﹁
数あ

ま

多た

の
天
は
私
の
も
の
、
そ
し
て
大
地
も
私
の
も
の
。
幾
多
の

民
も
私
の
も
の
。
義
し
き
人
も
私
の
も
の
、
罪
人
た
ち
も
私
の

も
の
。
諸
天
使
が
た
も
私
の
も
の
。
神
の
御
母
も
、
全
て
の
も

の
は
、
私
の
も
の
。
そ
し
て
神
ご
自
身
も
私
の
も
の
、
私
の
た
め
。

な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
が
私
の
も
の
で
、
全
て
は
私
の
た
め
だ
か

ら
﹂。
神
は
全
世
界
を
支
配
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
神
の
視
線
と

重
な
っ
て
い
る
私
の
視
線
で
見
て
も
、
全
世
界
が
私
の
も
の
だ
。

だ
か
ら
、
私
は
全
世
界
に
あ
る
意
味
で
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
う
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
立
つ
こ
と
が
、
神
と
の
合

一
の
境
地
で
す
。

３
「
神
秘
主
義
」
の
現
代
的
意
義

　

こ
う
い
う
話
を
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
一
体
何
の
話
だ
、
と
思

う
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
最
後
に
お
話
し
し
た

い
問
題
で
す
。
修
道
院
に
こ
も
っ
て
、
お
祈
り
の
中
で
神
様
と

合
体
し
た
気
分
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と

を
説
く
神
秘
思
想
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
の
が
近

代
以
降
の
現
代
人
の
感
覚
だ
と
思
い
ま
す
。
一
人
で
宗
教
的
エ
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ク
ス
タ
シ
ー
に
ひ
た
っ
て
、
当
人
は
幸
せ
に
な
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
結
局
、
自
己
満
足
で
は
な
い
か
、

自
分
だ
け
の
幸
せ
で
は
な
く
、
世
の
た
め
人
の
た
め
、
行
動
し

な
け
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
で
は
な
い
か
と
。
こ
れ
は
近
代
人

の
考
え
方
で
す
。
中
世
の
、
あ
る
い
は
古
代
の
人
た
ち
は
、
山

に
こ
も
っ
た
り
、
修
道
院
に
こ
も
っ
た
り
し
て
、
深
い
瞑
想
の

境
地
に
達
し
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
れ
で
修
行
が
完
成
し

た
。
仏
教
で
い
え
ば
成
仏
し
た
と
言
え
た
の
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
悟
り
を
開
い
て
何
に
な
る
の
か
。
私
が
素
晴
ら
し
い

と
思
っ
て
い
る
道
元
禅
師
の
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。﹁
悟
り

を
開
く
と
、
大
地
の
厚
み
が
三
寸
増
す
﹂
と
い
う
の
で
す
︵﹁
心

を
識
得
す
れ
ば
、
大
地
さ
ら
に
あ
つ
さ
三
寸
を
ま
す
﹂、﹃
正
法
眼
蔵
﹄

第
五
巻
︶。
一
人
が
悟
り
を
開
く
、
あ
る
い
は
一
人
が
座
禅
を
し

た
こ
と
で
、
誰
に
も
何
も
感
じ
ら
れ
ず
、
目
に
見
え
る
奇
蹟
的

な
こ
と
な
ど
何
も
起
こ
ら
な
く
て
も
、
世
界
が
た
し
か
に
変
わ

る
の
だ
。
道
元
さ
ん
は
、
本
当
に
こ
う
信
じ
て
い
た
と
思
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
う
修
行
に
は
何
の
意
味
も
な
い
と
感
じ
る

よ
う
に
な
る
の
が
近
代
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
に

お
い
て
も
、
修
道
院
に
こ
も
っ
て
神
人
合
一
し
て
い
て
も
何
も

な
ら
な
い
、
こ
の
世
で
キ
リ
ス
ト
の
栄
光
を
実
現
し
て
こ
そ
宗

教
だ
、
そ
う
い
う
動
き
が
強
く
な
り
ま
す
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
精

神
に
は
そ
の
傾
向
が
よ
く
見
て
取
れ
ま
す
。
世
間
に
積
極
的
に

出
て
行
っ
て
、
活
動
し
始
め
ま
す
。
そ
う
し
て
、
ザ
ビ
エ
ル
が

は
る
か
極
東
の
日
本
に
ま
で
来
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
全

世
界
に
広
が
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
以
前
、

十
五
世
紀
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
事
実
上
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
の
西
の
端
の
ほ
う
の
地
域
宗
教
で
あ
り
、
地
理
的
に

メ
ジ
ャ
ー
な
宗
教
は
イ
ス
ラ
ム
で
し
た
。

　

活
動
的
精
神
か
ら
す
る
、
瞑
想
の
生
へ
の
批
判
は
大
事
な
観

点
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
近
代
主
義
的
あ
る
い

は
行
動
主
義
的
な
宗
教
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
い

い
の
か
と
い
う
問
い
も
ま
た
起
こ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

キ
リ
ス
ト
教
が
活
動
的
な
近
代
宗
教
に
変
貌
し
て
い
く
こ
の

時
代
に
、
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
そ
う
い
う
行
動
主
義
、
い
ま
風

に
言
え
ば
社
会
的
実
践
の
方
向
に
は
向
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
し
た
問
題
意
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
時
代
の
激
し

い
動
向
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
、
あ
え
て
修
道
院
の
祈
り
の
生
活
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に
向
か
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。

「
マ
リ
ア
と
マ
ル
タ
」

│
観
想
と
活
動

　

こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
修
道
思
想
の
伝
統
の
中
で
は
、﹁
マ
リ

ア
と
マ
ル
タ
﹂
と
い
う
二
人
の
女
性
が
象
徴
し
て
い
る
﹁
観
想

︵
祈
り
︶
と
活
動
﹂
の
関
係
と
し
て
問
わ
れ
続
け
て
き
た
問
題
で

す
。
福
音
書
に
、
イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
と
と
も
に
、
ベ
タ
ニ
ア

村
に
住
む
マ
ル
タ
と
マ
リ
ア
と
い
う
姉
妹
の
家
を
訪
問
し
た
際
、

マ
ル
タ
は
も
て
な
し
の
た
め
に
忙
し
く
働
き
、
マ
リ
ア
は
イ
エ

ス
の
そ
ば
に
座
っ
て
、
そ
の
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
と

い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︵
ル
カ
福
音
書
一
〇
章
︶。
マ
リ
ア

は
ひ
た
す
ら
お
祈
り
し
て
い
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
で

す
。
マ
ル
タ
は
、
人
々
の
た
め
に
一
生
懸
命
に
働
く
奉
仕
の
キ

リ
ス
ト
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
福
音
書
で
は
、
動
こ
う
と
し
な

い
マ
リ
ア
へ
の
不
満
を
マ
ル
タ
が
イ
エ
ス
に
ぶ
つ
け
ま
す
が
、

イ
エ
ス
は
マ
リ
ア
を
か
ば
い
ま
す
。

　

実
際
、
こ
の
ふ
た
つ
は
、
共
に
あ
る
べ
き
で
、
分
裂
し
て
は

い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
師
で
あ
り
同
志

だ
っ
た
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
サ
は
、
主
著
の
末
尾
で
、﹁
マ
リ
ア
と
マ

ル
タ
は
一
緒
に
な
っ
て
歩
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
﹂︵﹃
魂
の
城
﹄
第

七
住
居
、
四
・
一
二
︶
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
祈
る
マ
リ

ア
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
い
ま

神
秘
主
義
思
想
に
あ
え
て
注
目
す
る
理
由
で
す
。

　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
主
義
で
は
、
愛
の
合
一
の
中
で
全

て
を
忘
れ
、
百
合
の
中
で
う
っ
と
り
し
て
い
る
よ
う
な
境
地
が

讃
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
白
百
合
と
い
う
の
は
、
終
末
的
な
世

界
の
究
極
的
完
成
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
そ
の
中
に
静
か
に
安

ら
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
地
平
を
忘
れ
て
、
こ
の
世
で
の
行
動

に
向
か
う
と
き
に
は
、
逆
に
こ
の
現
世
の
論
理
に
取
り
込
ま
れ

て
、
い
わ
ゆ
る
成
果
主
義
に
陥
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
方

向
が
現
代
の
宗
教
に
も
な
い
と
は
言
え
な
い
。
宣
教
し
て
こ
そ

意
味
が
あ
る
。
信
者
を
増
や
し
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
。
社
会
参

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
精
神
に
そ
う
い
う

と
こ
ろ
が
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
士

の
理
想
は
、
誰
の
目
に
も
見
え
る
成
果
を
求
め
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
遠
い
異
郷
の
地
に
旅
立
っ
て
、
出
会
っ
た
わ
ず
か

の
人
に
キ
リ
ス
ト
を
伝
え
て
、
そ
の
人
の
魂
に
幸
せ
を
与
え
て
、

誰
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
死
ぬ
。
そ
れ
で
い
い
は
ず
で
す
。
こ
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れ
は
宣
教
、
布
教
の
成
果
と
し
て
は
微
々
た
る
も
の
で
し
ょ
う
。

信
者
は
増
え
な
い
し
、
教
団
は
大
き
く
な
ら
な
い
し
、
世
の
中

も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
こ

に
完
成
が
あ
り
、
無
限
の
意
義
の
あ
る
活
動
が
あ
る
と
考
え
る

わ
け
で
す
。
行
動
の
神
秘
主
義
、
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
代
社
会
は
い
わ
ば
成
果
主
義
一
辺
倒
の
世
界
で
す
。
そ
の

中
に
あ
っ
て
、﹁
白
百
合
の
な
か
で
の
一
切
の
忘
却
﹂
と
い
う
地

平
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
そ
う
思
い
ま

す
。
格
段
の
活
動
を
し
な
く
て
も
、
そ
れ
は
世
界
か
ら
の
逃
走
、

い
わ
ゆ
る
﹁
現
世
拒
否
﹂
で
は
な
い
の
で
す
。
観
想
と
祈
り
だ

け
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
何
も
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
回
路
が
、
神
秘
思
想
の

伝
統
に
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
宗
教
の
伝
統
の
中
に
あ

る
神
秘
思
想
的
な
も
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

の
が
私
の
テ
ー
ゼ
で
す
。

︵
つ
る
お
か　

よ
し
お
／
東
京
大
学
大
学
院
教
授
︶

※
２
０
１
６
年
２
月
23
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。


