
〈
特
集
「
比
較
思
想
の
新
段
階
－

人
間
・
科
学
・
宗
教
－

」
２
〉

宗
　
教
　
と
　
人
　
間

人
間
・
科
学
・
宗
教
の
三
者
、
特

に
人
間
と
宗
教

の
関
係
を

め
ぐ

っ
て
、

比
較
思

想
の
新

段
階
と

い
う
観

点
か
ら
論
ぜ
よ
と
い
う
大
変
な
注
文

で
あ
り

ま
す
。
こ
の
三
者
の
関

係
だ
け
で
も
大
問
題
で
す
が
、
さ
ら
に
「
比

較
思
想

の
新
段
階
」
と

い
う
限
定

が
つ

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
い
う

こ
と

を
意
味
し
て

い
る
の
か
、
私

に
は
十
分
理
解
で

き
ま
せ

ん
。
お
こ
と

わ

り
す
れ
ば
よ

か
っ
た

の
で
す
が
、
学
会
事
務
局

か
ら
、
長

い
間

お
世

話
に
な

っ
た
母
校
で
の
大
会
開
催
と

い
う
事
情
を
訴
え

ら
れ
、
ま
た
適
任
者

が
い
な

い
と
の
こ
と

で
し
た
の
で
、
企
画
に
当

ら
れ
た
先
生
方

の
御
苦
心
を
察
し
て

や
む
な
く
引
受

け
ま
し
た
。
案
の
定

、
鈍
い
頭
を
さ

ん
ざ

ん
悩
ま
す
破
目
に

な
り
ま
し
た
が
、
十
分
満
足

の
ゆ
く
考
察
が
で
き
る
わ
け
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点

、
あ
ら

か
じ

め
御
了
解

を
い
た
だ

い
て
お
き
ま
す
。

１
　

東

西

の
形

而

上

学

の
基

本

性
格

湯
　
浅
　
泰
　
雄

比

較

思

想
と

い

う
観

点

か

ら

宗
教

に
つ

い

て
考

え

る
場

合

、

ま

ず
私

の
念

頭

に
浮

ぶ

問

題

は

、

西

洋

と
東

洋

の
形

而

上

学

（

メ

タ
・

フ

ィ
ジ

ク
）

の
基

本

的

性

格

の

ち

が

い

で

す

。
西

洋

の

メ
タ

・

フ

ィ
ジ

ク
の

伝

統

は
中

世

後

半

の

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
主

義

に

よ

っ
て

確

立
し

た
も

の
と

言

っ
て

よ

い

か
と
思

い

ま

す

。

そ

れ

は
m
e

ｔａ
-ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉｃ
ａ

と

い
う

言

葉

が

示

し

て

い

る

よ
う

に
、

物

理

的

宇

宙

の

状

態

を
観

察

す

る

物

理
学

ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉｃ
ａ

を
基

礎

に
し

て

、
そ

の

上

に

築

か

れ

た
存

在

論

（

オ

ン
ト

ロ

ギ

ー
）

で

あ

り

ま

す

。
近

代

の
科

学
革

命

は

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
的

宇

宙

像

を
書

き

替

え

ま

し

た

が

、
西

洋

の

メ

タ
・

フ

ィ

ジ

ク

の
伝

統

は
そ

れ

に

よ

っ
て

何

も

変

っ
た

わ
け

で

は
あ

り

ま

せ

ん
。

ル
ネ

サ

ン

ス
期

の

キ

リ

ス

ト

教
と

新

科

学

の
対

決

は
要

す

る

に
、

こ

の
物

理

的

宇

宙

の

支

配

者

は
神

な

の

か
科

学

法

則

（

し

た
が

っ
て

そ

の

発
見

者

で

あ

る

人

間

の

理

性
）

な

の

か

、
と

い

う

争

い

に
す

ぎ

ま

せ

ん

。

近
代

哲

学

の

主

要

問

題

が

認

識

論

（
す

な

わ

ち
人

間

の
外

界

認

識

能
力

の

考

察
）

に
な

り

、

朋と″
９２



近
代
科
学
の
出
発
点
か
物
理
学
と
天
文
学
の
変
革
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ

と

は
、
そ
う
い
う
西
洋
世
界
の

メ
タ
・

フ
ィ
ジ

ク
の
強
力

な
伝
統
を
示

し
て

お
り

ま
す

。

こ
れ
に
対
し
て
東
洋

の
形
而
上
学

の
基
本
的
性
格

は
、
物
理
的
宇
宙
の
観

察
に
基
づ
い
て

生
れ
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ

は
主
と
し
て
人
間
の

生
き
方
に
対

す
る
実
践

的
な
関

心
か
ら
始
ま
っ
た
経
験
知
・
体
験
知
の
上
に

築
か
れ
て
き
た
思

想
で

あ
る
と
思

い
ま
す
。
た
と
え
ば
仏
教
は
生
老
病
死
の

苦
を
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服

す
る
か
と

い
う
人

生
へ
の
根
本
的
な
問
い
か
ら

出
発
し
、
儒
教
は
修
身
斉

家
治
国
平
天
下
と

い
う
道
徳
と
政
治
の
理
念
を
追

求
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
っ
て

い
ま
す

。
道
家

の
思
想

は
自
然
と
一
体
化
す

る
無
為
の
生
き
方

を
求

め
て

い
ま
す

が
、
そ

れ
は
や
が
て
不
老
長
生
を
保

っ

て
自
然
の
中

に
遊
ぶ
こ
と

を
理
想
と
す

る
道
教

に
発
展
し
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て
科
学
と
の
関
係

か
ら
み

ま
す
と

、
歴
史
的
に
み
て
仏
教
や
道
教
と
最
も

関
係

が
深
か

っ
た
分
野
は
物
理
学
で
は
な
く
て
医

学
で

あ
り
ま
す
。
現
代
的

観
点

か
ら
み
れ
ば
、
仏
教
・
道
教
と
結

び
つ
い
て
い
た
東
洋
医
学

の
体
系

は
、

深
層
心

理
学
と
関
係
の
深
い
心
身
の
相
関
性
に
基
礎

を
お
い
た
医
学
で
す
。

そ

の
点

か
ら
み
れ
ば
、
東
洋
の
形
而

上
学
は

メ
タ
・

フ
ィ
ジ
ク
で

は
な
く
て
、

メ
タ
・

サ
イ

コ
ロ
ジ

ー
あ
る
い

は
メ
タ
・

メ
デ
ィ
コ
・

サ
イ

コ
ロ
ジ
ー
（
医

学
的
心
理
学
に
も
と
づ
く
哲
学
）
と
も
よ
ぶ
べ
き
性
格
を
示

し
て

い
ま
す

。

こ
の
点
に
関
連
し
て
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
東
洋
の
諸
宗
教
で
特
に
発

達
を
と
げ
た
修
行
の
問
題
で
す
。
た
と
え
ば
戒
・
定
・
慧
の
三
学
は
釈
尊

の

生
涯

の
縮
図
と
も
い
え

る
で
し

ょ
う

。
戒
は
日
常
的
行
為

の
場

に
お
け

る
道

徳
的
規
制
の
延
長
で
あ
り
、
慧
は
理
論
的
な
教
え
で
す
が
、
こ
の
中
間
に

「
定
」
つ
ま
り
心
身
の
訓
練

に
も

と

づ
く
修
行
と
瞑
想
の
実
践
的
体
験
が
お

か
れ
て
い
ま
す
。
修
行
の
習
慣
は
イ
ン
ド
古
来
の
ヨ
ー
ガ
か
ら
始
ま

っ
た
も

の
で
す

が
、
中
国
で

は
古
代
以
来
仏
教
と
道
教
の
世
界

で
多
様

な
発
展
を
と

げ
、
唐
宋
代

か
ら

は
儒
教

の
中

に
も
広
く
と
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
周
濂
渓

か
ら
始
ま

る
理
気
哲
学
の
出
発
点
に
な
っ
た
太
極
図
が
、
唐
代

の
道
士
の
瞑

想
法

（
内
丹
）

の
図
解
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と

は
、
今
日

で
は
よ
く
知

ら
れ
て

い
る
事
実
で
あ
り
ま
す
。

「
形
而
上
学
」
と

い
う
言
葉

は
『
易
経
』
繋
辞
伝
の
「
形
而
上
者
」「
形
而

下

者
」
の
説
明

に
由
来
す

る
も
の
で
す
が
、
こ
の
言
葉
が
有
名

に
な

っ
た
の

は
朱
子
が
形
而
上
―
形
而
下
の
区
別
を
彼
の
理
論
体
系
の
基
本
に
お
い
た
か

ら
で
あ
り
ま
す
。
『
易
経
』
は

「
形
而
上
者
」
を
道
と
よ
び
、
「
形
而
下

者
」

と
し
て
の
万
物

を
、
そ

の
は
た
ら
き
を
受
け
入
れ
る
器
つ
ま
り
容
器
と
し
て

い
ま
す
。
朱
子
は
こ
の
形
而
上
―
形
而
下
の
区
別
を
理
と
気
の
関
係
と
し
て

と
ら
え
ま
し
た
。
比

較
思

想
の
観
点

か
ら
、
彼
の
哲
学
を
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ

ス
の
自
然
法

的
存
在

論
に
く

ら
べ
る
よ
う
な
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、

ト
マ
ス

の
体
系
は
い
う
ま
で
も
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

メ
タ
・
フ
ィ
ジ
カ
の
伝
統

を
基
本
に
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
物
理
的
自
然
を
支
配
す
る
法
則
を
観
察
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
神
を
知
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
て
朱
子
の
体
系
は
、
形
而
下

的
存
在
で
あ
る
人
間
が
実
践
を
通
じ
て
経
験

的
な
「
気
」

の
次
元

を

こ

え
、
形
而
上
的

な
「
理
」
の

次
元

（
す

な

わ

ち

「
道
」
あ
る
い
は
「
太
極
」）

か
ら
の
は
た
ら
き
を
受
け
い
れ
、
そ
れ
と
一
体



に

な

る
過

程

を
基

本

に

し
て

い
ま

す

。

し

た

が

っ
て

そ

の
体

系

の
基

本

性

格

は

メ

タ

・

フ

ィ

ジ

カ
で

は
な

く

て

、

一

種

の

メ

タ
・

プ

ラ

ク

シ
ス
と

も

い
う

べ
き

も

の
で

あ

り

ま

す

。
「
物

理

固

よ

り
度

外

に

あ

ら

ざ

る

も

、
人

倫

尤

も

身

に
切

な

り

」

と

彼

は

言

っ
て

い

ま

す

。
表

面

に
現

わ

れ

た

理

論
体

系

の
個

個

の
類

似

点

よ

り

も

、

そ

の

基

礎

に
お

か

れ

た

体
験

の

基
本

的

性

質

の

ち
が

い

に
つ

い
て

、

わ

れ

わ

れ

は

考

え

て

み

る

必
要

が

あ

り

ま
す

。

（
朱

子

が

行

な

っ
た

修
行

法

は
、

当

時

道

教

・
仏

教

に
も

共
通

し

て

み

ら

れ

た

心

身

訓
練

法

で

、
現

代

中

国
で

は

「
気

功

」

つ

ま
り

気

の
訓

練

の

一
部

と

み

な

さ

れ

て

い

る

。
「
気

功
」

と

い
う

言

葉

は

近

年

学

術

用

語

と

し

て

定

め

ら

れ

た

も

の

で

あ

る

が
、

歴

史

的

に
み

れ

ば

、

そ

れ

は
、

宗

教

・
医

術

・

武
術

・
芸

術

な
ど

の
分

野

で

独

特

な

発

達

を

と

げ

た

心

身

訓

練

の

技

術

を
指

し
て

い

る

。
現

在

、

日

中

両

国

や

ア

メ
リ

カ

な

ど

で

、
現

代

的
見

地

に

立

っ

た
科

学

的

研

究

が
進

め
ら

れ

て

い

る

。
）

２
　

ポ

ス

ト

モ

ダ

ン

に

お

け

る

テ

オ

リ

ア

と

プ

ラ

ク

シ

ス

の

問

題

比

較

思

想

の
新

段

階

と

い

う

こ

と

で

私

が
連

想

し

た

一

つ

の

問

題

は
、

現

代

西

洋

に
み

ら

れ

る

ポ

ス
ト

モ
ダ

ン

の
思

想

動

向

で

あ

り

ま
す

。

哲
学

の
場

合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
脱
構
築
論
者
d
e
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
（
た
と

え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
）
た
ち
の
主
な
攻
撃
目
標
は
、
認
識
論
を
中

心

に

進

め

ら

れ

て

き

た
近

代

哲
学

と

そ

の
人

間

観

に
向

け

ら
れ

て

い
ま

す

。

こ

れ

に
伴

な

っ
て

プ

ラ

グ

マ

テ

ィ
ズ

ム
を

高

く

評

価

し

た
り

、

あ

る

い
は

実

践
哲
学
の
復
権
を
唱
え
る
傾
向
が
み

ら
れ
ま
す
。
そ

の
背
景
に
は
、
論
理
の

純
粋
形
式
や
言
語
分
析
と
い

っ
た
現

実
社
会

の
動
き
と
は
全
く
か
け
離
れ
た

問
題
に
没
頭
し
て
き
た
今
世
紀
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
系
の
哲
学
に
対
す
る

不
満
が
う
か
が
え

ま
す
。
脱
構
築
論
者
た
ち
は
、
そ
う
い
う
今
世
紀
に
お
け

る
哲
学
の
行

き
詰
り
の
歴
史
的
由
来
を
デ
カ
ル
ト
以

来
の
近
代
哲
学
の
あ
り

方
に
求
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
彼
ら

は
、
そ

う
し
た
近
代
的

知
の
あ
り
方
の
源
流

を
プ
ラ
ト
ン
以
来

の
ギ
リ

シ
ア
的
思
考
様
式
に
ま
で
求

め
て
お
り
ま
す
。
哲

学
と
い
う
学
問

は
そ
の
為
す
べ
き
歴
史
的
役
割
を
今
日

既

に
終
っ
て

し
ま

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
晩
年
の
ウ
ィ
ト

ゲ
ン

シ
ュ
タ

イ
ン
や
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
も
み

ら
れ

る
意
見
で
す
が
、
そ

う
い
う
意
味
か
ら
い

え

ば
、
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
と
は
ポ
ス
ト
・
フ
ィ
ロ
ソ

フ
ィ
、
つ
ま
り
哲
学
な
き

時
代

が
人
類

の
歴
史
上
初
め
て
到
来
し
た
と
い
う
主
張

を
示

し
て

い
る
よ
う

で
も

あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
、
西
洋
に
お
け
る
近
代
哲
学
と
近
代
科
学
の
登
場
が

人
類
全
体

の
歴
史

に
と
っ
て

重
大
な
意
義
を
も
つ
と

い
う
近
代

人
と
し
て
の

常
識
み
た

い
な
も
の
を
も
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
代
が
迎
え
つ
っ
あ
る

思
想
動
向
の
変
化
は
も
っ
と
も

っ
と
根

本
的

な
も
の
で
あ
っ
て

、
古
代

ギ
リ

シ
ア
以

来
の
大
変
革
な
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

ロ
ー
テ

ィ
は
、
テ
オ
リ
ア
と
プ
ラ
ク
シ
ス
の
ギ
リ

シ
ア
的
区
別

に
対
し
て

疑
問
を
呈
し
て
い
ま
す
。
テ
オ
リ
ア

（
観
察
・
理
論
）
と
プ
ラ
ク
シ
ス
（
実

践
）

を
明
確

に
区
別
し
、
前
者
に
価
値

の
優
位
を
認
め
る
思
考
様
式
は
、
プ

ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
始
ま

っ
た

の
か
ど
う
か
。
ギ
リ

シ
ア
哲
学

皿と″
１Ｑ

り



の
専
門

家
に
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で

し
ょ
う

が
、
こ
こ
で
の
問
題

は
そ
う

い
う
文

献
学
的
考
証

に
あ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ

ん
。
中
世
以
降
、
右
の
区

別
が

ギ
リ

シ
ア
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
的
知

の
基

本
的
な
あ
り
方
と
し
て
社
会
的
に
定
着
し
て

き
た
と

い
う
こ
と

が
問
題

な
の

で
す
。
中
世

の
大
学

は
神
学
を
基
礎
に
し
た
リ
ベ
ラ
ル
・
ア

ー
ツ
を
中

心
に

お
き
、
物
質

に
か
か
わ
る
技
術
（
錬
金
術
）

を
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
外

に
追
放

し
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
哲
学
と
科
学
の
理
論
（
テ
オ
リ
ア
）

は
、
現
実
社

会
で

の
実
践

に
か
か
わ
る
倫
理
学
や
技
術
学
（
プ
ラ
ク

シ
ス
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
）

の
上
位

に
お
か
れ
ま
し

た
。
こ
の
伝
統
は
十
九
世

紀
ま
で

固
く
保
持
さ

れ
て
き
ま
し

た
。
科
学

は
権
威
あ

る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で

の
テ
オ
リ
ア

的
営
為
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
技
術
者
は
社
会
的
に
低

い
地
位
し
か
与
え
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ト
マ
ス
・
エ
デ
ィ
ソ
ン
は
鉄
道
技
師
で
し
た
し
、
ラ
イ

ト
兄

弟
の
職
業
は
自
転
車

の
修
理
工
で
し
た
。
こ
う
い
う
技
術
に
対

す
る
科

学
の
価
値

的
優
位

が
く
つ

が
え

っ
た
の
は
今
世
紀
後
半
の
こ
と
で
す
。
原
子

爆
弾
と
宇
宙
ロ
ケ
ッ
卜
の
開
発
に
よ
っ
て
、
物
理
学
と
天
文
学
の
理
論
は
今

や
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
の
進
歩
に
依
存
し
な
く
て

は
何
も
研
究
で
き
な
い
状
況

に

な

っ
て
い
ま
す
。
テ
オ
リ
ア
の
知
は
テ
ク
ネ

ー
と
プ
ラ

ク
シ
ス
の
知

に
追
い

越
さ
れ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
の
動
向
の
背
景
に

は
、
そ
う
い
う
現
代
史
の
急
展
開
の
状
況
が
影
を
落
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
現
代
の
状
況

の
下
で

、
東
洋
と
西
洋

の
思
想
的
伝
統

に
つ
い
て

比
較
し
て
み
た
場
合
、
ど
う
い
う
新
し
い
地
平
線
が
み
え
て
く

る
で
し
ょ
う

か
。

ジ
ョ
セ
フ
・

ニ
ー
ダ
ム
は
、
東
ア
ジ
ア
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
科
学
の

伝
統
を
比
較
し
て

、
西

洋
の
歴
史
に
は
古
代

ギ
リ

シ
ア
か
ら
現
代

に
至
る
ま

で
「
精
神
と
物
質
の
二
元
分
裂
」
が
み
ら
れ
る
。
と
言
っ
て
い
ま
す
。
形
相
―

質
料
の
区
別
を
根
本
原
理
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
的
存
在
論
、
霊
魂
―
肉
体
の
分

離
を
原
理
と
す
る
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
、
そ
し
て
精
神
―
物
質
の
分

離
か
ら
出
発
し
た
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
の
伝
統
は
、
近
代

に
入

っ
て

テ
オ
リ

ア
（
観
察
）
に
も
と
づ
く
主
観
－

客
観
の
分

離
対
立
と
い
う
認
識
論
的
思
考

様
式
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
テ
オ
リ
ア
と
プ
ラ
ク

シ
ス
の
原
理
的
区
別

は
そ

う
い
う
伝
統
か
ら
起

っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す

。
こ
れ

に
対
し
て
東
洋
の

伝
統

に
は
テ
オ
リ
ア
の
プ
ラ
ク
シ
ス
に
対

す
る
優
位
と
い
う
考
え
方

は
あ
り

ま
せ
ん
。
東
洋
の
哲
学
と
科
学
は
人
間
の
プ
ラ
ク
シ
ス
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
東
洋
の
テ
オ
リ
ア
に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ

は
、
形

而
下

の
世
界

に
つ
い
て

の
観
察
で

は
な
く
て
、
実
践
的
体

験
知

に
よ

っ
て
形
而
下

の
次
元

か
ら
超
越
し
た
と

き
に
始

め
て
得
ら
れ
る
高

次
の
テ

オ
リ
ア
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教

に
お
け
る
「
慧
」

と

か
、
儒
教

の
い
う
「
聖
人
」
、

道
教

の

い

う
「
仙
人
」

の
境
地

は
、
そ
う

い
う
意
味

の
高

次
の
テ

オ
リ
ア
の
立
場
で
あ
り
ま
す
。

３
　

現

代

に

お
け

る
人

間

と

宗

教

以
上

の
べ
て
き

た
と
こ
ろ

に
基
づ
い
て
、
人
間
と
宗
教
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
と

ら
え

た
ら
よ
い
か
考
え
て
み
る
こ
と

に
し
ま
す
。
日

常
経
験

の
場
面

に
即
し
て

い
え

ば
、
人
間

は
「
こ
こ
ろ
」
と
「
か
ら
だ
」
を
持

っ
て
「
も
の
」



の
世
界

の
中

に
生
き
て

い
ま
す
。
東
洋
の
形
而

上
学
と

科
学
の
伝
統
で

は
、

ま
ず
「
心
」
と

「
身
体
」
を
不
可

分
な
も
の
と
し
て
と
ら
え

ま
す
。
そ
れ

が

日
常
経
験
の
場
に
お
け

る
人
間
の
状
態
で
す
。
生
老
病
死

は
身
体

に
起
因
す

る
心
の
不
安
と

苦
悩
で
す
が
、
そ
れ
は
、
日
常
経
験
の
場
で
心
－

身
が
一
つ

に
結

び
つ
い
て

い
る
か
ら
起
る
わ
け
で

す
。
し
た
が

っ
て

先
に
言

っ
た
よ
う

に
、
東
洋
の
医

学
は
心
身
相
関
性
を
基
本
に
お
い
た
体
系
と
し
て
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
人
間

は
さ
ら
に
、
「
一
箇
の
小

天
地
」
と
し
て
、
「
物
」

の
世
界

で
あ
る
「
大
天
地
」
と
交
流
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
生
き
て
い
る
存
在
と

さ
れ

ま
す
。
人
間
と

自
然

は
主
観
－

客
観
の
関
係

に
お
い
て
存
在
し
て

い
る
の
で

は
な
く
、
人
間

は
目

に
み
え
る
形
而
下

的
自
然
を
生
か
せ
て
い
る
形
而
上
的

な
は
た
ら
き

の
容
器
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
実
践
的
体
験

を
通
じ
て
自

覚
し

、
認
識
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
人
間
の
本
性
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
修
行

は
そ
の
た

め
の
通
路
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
対

し
て
西
洋
の

メ
タ

ー
フ

ィ
ジ

ク
と
科
学
の
伝
統
で

は
、
東

洋
と

ち
が
っ
て
、
「
こ
こ
ろ
―
か
ら
だ
―
も
の
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、

「
心
」
と
「
身

体
」
の
間

に
境
界

を
設
け
ま
す
。
プ
ラ

ト
ン
の
『
パ
イ

ド
ロ
ス
』

に
み
え
る
二
頭
立
て
の
馬

車

の
た
と
え

は
、
人
間

の
内
部

に
霊
魂
と
肉
体

の
対

抗
関
係

を
み

る
中
世

キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観
の
先

駆

と
も
い
え
る

で

し

ょ
う
。
し

た

が

っ
て
、
「
身
体
」

と
「
物
」
は
、「
心
」
と

は
異
質

な
存
在
で
あ
る
と

い

う
点
で
同
一
視
さ
れ
て
き
ま
す
。
英
語
の
b
o
d
y
が

「
身
体
」
と
「
物
体
」

の
両
方
を
意
味
す
る
の
は
そ
の

た

め
で

す
。

ニ
ー
ダ

ム
の
い
う
「
精
神
―
物
質

の
二
元
分
裂
」
の
伝
統
が
こ
こ
に
は
現

わ
れ
て
い

ま
す
（
上
図
参
照
）
。

こ
の
た
め
近
代

に
入
る
と
、
身
体
や
生
命

に
関
す

る
現

象

を
物
質
現
象
の
側
か
ら
の
み
と
ら
え
る
近
代
医
学

が
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

現
代

の
医
療
体
系
で
は
、
そ
う
い
う
機
械
的
人
間
観

が
科
学
的
延
命
装
置
の

よ

う
な
形
を
と

っ
て
具
体
化

さ
れ
て
い
る
と
も
い
え

る
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

こ
う
い
う
動
向

に
対
す
る
反
省
か
ら
、
今
日
で

は
医
学
の
内

部
に
も
心
身
相

関
性

を
重
視
す
る
考
え
方

が
生
れ
、
ま
た
東
洋
医
学

の
価
値
を
再
検
討
す
る

よ
う
な
動
き
も
芽
生
え
て

い
ま
す
。

先

に
の
べ
た
よ
う
に
。
東
洋
の
形

而
上
学
と
科
学
の
伝
統
で

は
、
宗
教
は

医
学
的
心
理
学
の
分
野
と
深

い
関
係
を
も

っ
て
き
ま
し
た
。
修
行
の
体
験
知

は
、
心
身
相
関
の
基
礎
に
潜
在
す
る
人
間
の
本
性
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ

れ
は
お
の
ず
と
日
常
経
験

の
場
を
こ
え
た
宗
教
経
験
の
次
元

に
ま
で
わ
れ

わ
れ
を
み

ち
び
い
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
の
「
こ

こ
ろ
」

は
、
近
代
的
人
間
観
の
出
発
点
と
な

っ
た
「
自
我
意
識
」

に
限
定
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
意
識

の
根
底
に

は

い

わ

ば
み

え

な

い
「

た
ま
し

い
」

の
深

い
領
域
が
潜
在
し
て

い
ま
す
。
深
層
心
理
学

は
現
代

的
見
地

か
ら
、

そ
う
い
う
意
識
下

の
経
験
領
域

を
「
無
意
識
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
ま
す
。

ユ
ン
グ
は
そ

う
い
う
見
地
か
ら
、
東

洋
の
諸
宗
教
の
基
礎

に
は
、
実
践

を
通

じ
て
無
意
識

の
領
域
を
探
求
し
、
人
間

の
本
性
を
認
識
し
よ
う
と
す

る
共
通

の
態
度
が
見
出

さ
れ

る
と
考
え
て

い
ま
す
。

西
洋
か
ら
起

っ
た
近
代

の
科
学
技
術

は
、
物
的
環
境
世
界
に
対
す

る
支
配

皿と″
Ｑ
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Ｑ
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を
今
日
ほ
ぼ
貫

徹
し
た
と
言

っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
が
、
現
在

は
、
地
球
環

境
の
破
壊
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
技
術
的
合
理
性

の
追
求
が
予
期
し
な
い

陥
し
穴

に
お
ち
い
り
、
新
し
い
転

換
を
求

め
ら

れ
て

い
る
状
況

に
あ
り
ま
す
。

東
洋
の
哲
学
や
技
術
の
伝
統
は
外
界

の
支
配

に
対
し
て

は
無
力
で
し
た
が
、

そ
の
代
り
に
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
欲
望

を
支
配

し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た

め
の
実
践
的
技
術
知
の
体
系
を
高
度

に
発
展

さ
せ

、
そ
こ

に
人
間

の
本
性
を

見
出
す
通
路
が
あ
る
と
考
え
て
き

ま
し

た
。
し

た
が
っ
て
こ
こ
で

は
、
物
の

支
配
と
心
の
支
配
と
い
う
形
で
科
学
と
宗
教

が
調
和

の
と

れ
た
関
係
に
お
か

れ
る
可
能
性
が
見
出
せ
る
の
で

は
な
い

か
と
い
う

の
が
、
私
が
現
在
希
望
的

に
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す

。

（
１
）
　
ユ
ン
グ
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
『
黄
金
の
華
の
秘
密
』
人
文
書
院
、
訳
者
解
説
参

照
。

（
２
）
　
中
山
他
編
『
ジ
ョ
セ
フ
ー
ニ
ー
ダ
ム
の
世
界
』
日
本
地
域
社
会
研
究
所
、
参

照
。

（
３
）
　
湯
浅
泰
雄
『
ユ
ン
グ
と
東
洋
』
下
、
人
文
書
院
、
参
照
。

（
ゆ

あ

さ

・

や

す

お
、

宗

教

心
理

学

、

桜

美

林

大

学

教

授
）

3
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