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Ⅰ
問
題
の
提
出
 

最
近
、
社
会
科
学
の
諸
分
野
で
、
「
近
代
化
」
の
問
題
 が
し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
産
業
や
 政
治
構
造
の
近
代
化
 

の
み
な
ら
ず
、
変
転
す
る
戦
後
社
会
に
お
け
る
教
団
の
布
 教
 体
制
の
近
代
化
な
ど
と
い
う
話
題
か
ら
、
宗
教
研
究
 0
 分
野
に
お
い
て
も
、
 

宗
教
と
社
会
の
「
近
代
化
」
の
関
連
が
さ
か
ん
に
問
題
 と
さ
れ
る
よ
 
う
 に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
近
代
化
」
の
 問
題
は
、
歴
史
の
み
な
 

頼
 

ら
ず
、
社
会
科
学
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
関
与
す
る
 規
 模
 の
大
き
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
近
代
化
」
 そ
の
も
の
の
規
定
が
明
ら
か
 

弗
 

に
さ
れ
な
い
で
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
 多
 く
 、
こ
れ
ま
で
 厚
 々

混
乱
を
ま
ね
く
こ
と
も
あ
っ
た
の
 で
、
こ
の
小
論
で
は
、
ま
ず
 

レ
し
 

柑
 

著
者
の
「
近
代
化
」
に
対
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
 る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
考
え
る
。
 

 
 

系
の
基
督
教
典
で
あ
る
。
英
米
の
教
会
 更
 に
お
い
て
、
 
「
近
代
化
」
と
宗
教
の
関
連
 

な
 
に
つ
い
て
の
問
題
は
 、
 ウ
ニ
ー
バ
ー
以
来
、
大
き
な
 比
重
を
占
め
て
お
り
、
本
論
の
基
礎
も
当
然
こ
れ
ら
の
 研
究
の
上
に
ぎ
づ
か
れ
て
い
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

鞭
る
 。
 

宗
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
近
代
社
会
の
研
究
は
、
大
別
し
て
 二
分
出
来
る
こ
と
が
広
く
し
ら
れ
て
い
る
。
官
僚
機
構
 、
資
本
主
義
体
制
、
国
家
構
 
ュ
 

 
 

 
 

占 

ホ教 

更
 に
お
け
る
近
代
化
の
問
題
 

｜
 近
代
化
と
目
 

・
・
・
 

コ
 
。
 
ョ
，
コ
 

p
d
p
Q
 

目
｜
 

井 
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サ
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遣
 
す
る
理
念
（
区
部
）
の
存
在
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
 

に
お
い
て
ょ
り
 

っ
よ
 
く
主
張
さ
れ
、
こ
の
第
二
の
、
精
神
 

的
 
側
面
に
お
け
る
近
代
 

  

  

 
 

組
織
え
の
適
応
（
自
己
の
役
割
に
責
任
を
持
っ
個
人
の
 

活
動
性
）
の
た
め
に
、
そ
の
前
提
あ
る
い
は
理
想
的
前
提
 

と
し
て
、
一
個
の
人
間
 

（
 
0
 
臣
の
 

で
 
の
Ⅱ
の
 

0
 
コ
 あ
る
い
は
 

づ
 
の
 
ぁ
 
0
 
コ
臼
づ
 

0
 
毛
の
こ
の
 

特
 
性
の
可
能
な
限
り
の
発
揮
、
す
な
わ
ち
バ
ー
ナ
ー
ド
の
 

-
 
言
葉
を
か
り
る
と
、
 

個
 

人
の
一
定
の
選
択
力
 

め
 
可
能
的
存
在
が
考
え
ら
れ
な
 

げ
 
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
 

ね
 
ち
、
あ
る
社
会
の
近
代
化
の
過
 

程
の
測
定
に
は
、
個
人
 

概
念
あ
る
い
は
市
民
理
念
（
 

ぎ
 
全
土
ヨ
 

江
目
の
ヨ
，
ぃ
 

コ
ロ
 

ぃ
セ
 

～
 
巨
仁
簿
 

（
～
 

0
 
コ
 あ
る
い
は
田
の
 

a
 
o
h
 
 

田
 
Ⅰ
 
0
 
つ
の
 

臣
宙
 

の
 
臣
侍
り
ぃ
 

（
 
い
い
 

の
 
口
 
・
り
目
 

N
 
の
 
臣
 
㏄
江
口
）
の
 

成
 

立
の
有
無
が
問
題
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
近
代
化
の
第
二
の
、
精
神
的
側
面
を
重
視
す
る
者
 

の
中
に
は
、
個
人
概
念
の
普
及
し
て
い
な
い
社
会
へ
、
 

急
 
敵
 に
近
代
社
会
機
構
 

を
 
導
入
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
機
械
化
の
み
を
意
味
し
 

、
 
質
は
異
に
す
る
も
の
の
、
封
建
的
あ
る
い
は
前
近
代
的
 

社
会
の
よ
う
に
、
「
 

上
か
 

ら
の
支
配
」
に
よ
る
社
会
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
 

そ
れ
を
近
代
的
社
会
と
は
よ
べ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
 

る
 
者
が
多
い
。
，
 

技
 
e
 
丁
 

い
る
の
は
そ
の
 

一
 
例
に
す
ぎ
な
い
。
（
 

2
 
）
 

こ
の
よ
う
な
精
神
的
側
面
重
視
の
傾
向
は
、
プ
ロ
テ
ス
 

タ
ン
ト
 

史
 軍
者
、
あ
る
い
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
周
辺
を
め
。
 

く
 
る
 
英
米
社
会
学
者
の
 

研
究
に
多
い
が
、
，
本
論
の
立
場
も
こ
の
流
れ
の
 

う
え
 
に
 
た
つ
も
の
で
、
「
宗
教
は
近
代
的
個
人
概
念
あ
る
い
は
 

個
性
理
念
（
 

焉
邑
 
。
 
コ
巴
 

目
口
 

ぃ
由
偉
 

0
 
コ
の
 

お
 
）
の
成
立
に
い
か
に
機
能
し
、
ま
た
社
会
 

組
織
の
再
編
成
に
影
響
を
与
え
た
か
」
と
い
う
い
 

み
 
で
 
ぁ
 
嗣
ヒ
日
を
 

ヰ
つ
斗
リ
 

め
る
っ
 

づ
 
で
 

り
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
特
定
理
念
の
存
否
、
あ
る
 

ぃ
 
は
そ
の
様
態
の
相
異
に
よ
っ
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
 

支
 
え
ら
れ
る
社
会
機
構
の
 

と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
（
 

I
 ）
し
か
し
な
が
ら
、
そ
 
う
し
 た
 現
象
面
で
の
合
理
化
「
す
な
わ
ち
社
会
的
な
近
代
化
を
 

そ
の
背
後
に
あ
っ
て
 
促
 
  

㏄
（
 
宙
 ）
に
い
わ
せ
る
と
、
こ
の
面
で
も
、
個
人
の
異
質
 化
 、
す
な
わ
ち
組
織
の
役
割
え
個
人
が
分
化
し
て
ゆ
く
 傾
 向

が
 「
近
代
」
の
特
徴
の
 

造
な
ど
の
、
社
会
現
象
面
で
の
機
構
や
組
織
の
合
理
化
 が
ま
ず
問
題
に
さ
れ
た
。
近
代
組
織
論
の
第
一
人
者
 バ
｜
 ナ
ー
ド
（
の
・
（
・
㏄
の
 

目
 １
 
2
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宗教史における 近代化の問題 

近   
な い 可 庶 男 義 ら 義 よ に と 会 党 ら 

た 多 と 過 は る 

こ l ア の 神 え に す と 

が 5 ム に 的 な ょ わ 予 
" つ ス " な ら ぼ   ち 想 

現 て （ ニ 編 ば し 、 す 
在 宅 い コ 向 、 た 被 る   

は 主 権 関 も 、 念 の の 
  本 、 るげい こるる   精神 を説教派 の少 むと する より にも 展開 

「 と に 的 の ン     
と す リ と 、 」 米 し し   
な う 系 て の て 余 響 宗   
り に や 、 プ い の が 教 

  、 既 目 ロ る 展 、 的 

え ミ 教 、 タ 型 し 型 に 一 他 宗   
3@ (123) 

 
 

  

  

 
 



 
 

 
  

 

 
  

 

  
ト廿 "' て ・ """"                                   

造 進 第 そ 概 プ く キ   モ     
な に ン う れ 関 
間 使 ト な た 心 
顕 用 的 い 」 に       

と ニ ィ 歩 ある。する、たもの 」 （ ） 5 宗教 張と るい ど   
ほ ろ 三 よ 発 的 と 厳 主 あ 民 コ 

権 こ つ り 展 も な格 義 り は 
威 と の 一 で の つ さ 

て 的 あ で 宗 
宗 表 っ あ 数   教 規 か る 的 
史 と わ 所権 

に お しれに てる、 威 が 
げ の 宗 か 個 
る デ 教 れ 々 

宗 / と ら の 
教 ミ 近 が 成 

の 不 休 「 員 
類 l 化近 の 

能 い 他 型 シ 0 代償 
仕 る の 
） が 如   

言隻 ケ 圭三 こ を 、 何 あ の は と 識 

なる 意味 青山 

る 成 、 ラ （ 
い 立 ち べ 共 

し 秀 国 み な く ル 道 
、 夫 民 で 問 ま を 関   そ の も 0 題 で は 心 

の い お 此 に 宗 り ） 
背 う よ 駁 し 教 つ の   7 表 よ @ ま 

' "" 『 

二 % 、 史 げ 土 
が s 、 ス 値 と に う ぬ 教 つ の る に 

、 ・「 ト 人 み ル 的 ぃ 方 陣 あ 
第 宗 教 主 る ネ     所 で 野 由 る 
一 教 の 義 「 ッ て 第 歩 究 将 の が   

の は 信 」 世 サ 、 ニ を を 来 制 存 「 
そ と と 行 こ 約 左 下 

3 3 内 す か 

げた、 第二一のれを 促     
  

  



    

  

      

宗教史における 近代化の問題   
の す 連 れ ル と 革 ス リ る あ 

十よ 

㌧ 「 

の 生 組 に 

つ 
て 

  
と 一 

  につ 治 る フ よ 

    た 底 宗 れ よ 主 ィ 三 
け こ カ 約 数 る る 張 ン 分 され た れ に ルヴ 対 に の監 傾向 承認 しな がお 
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の
 第
一
の
作
用
に
「
反
抗
す
る
」
意
味
が
ら
発
展
し
 、
 個
人
主
義
が
第
二
の
作
用
に
「
支
え
ら
れ
て
」
展
開
し
 
た
と
、
考
え
る
こ
と
も
 

可
能
で
あ
る
，
 

こ
う
し
て
二
つ
の
近
代
化
の
流
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
カ
ト
リ
 ッ
ク
 教
会
と
、
教
会
の
宗
教
的
権
威
を
背
景
に
し
て
専
制
 を
行
 う
 政
治
支
配
 勢
 

力
 め
 、
上
か
ら
の
統
制
に
対
す
る
個
人
権
利
の
主
張
の
 形
で
出
現
し
て
く
る
。
し
か
し
、
世
俗
主
義
が
ル
ネ
ッ
サ
 シ
 ス
と
い
う
形
で
知
識
 

階
級
の
自
覚
に
終
っ
て
し
ま
う
た
後
に
、
そ
の
自
覚
を
 庶
民
 層
 に
下
降
さ
せ
る
過
程
に
お
い
て
、
広
く
カ
ト
リ
ッ
 ク
 教
会
の
土
台
を
ゆ
す
 

ぶ
る
た
め
に
、
信
仰
が
利
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
 神
の
前
に
立
つ
人
間
の
平
等
の
主
張
は
、
理
解
と
教
育
 以
 前
の
信
念
の
問
題
で
あ
 

る
 。
文
芸
復
興
と
宗
教
改
革
の
も
つ
社
会
的
影
響
力
の
 差
 は
こ
こ
に
あ
り
、
啓
蒙
的
手
段
に
 よ
 る
説
得
の
ゆ
 き
届
 か
ぬ
 所
 え
は
、
当
時
の
 

  

冶 
的 
で 

あ 
  

第一   
十ま 

倫 
理 
的 
  
@V 

ハ ノ ツ 

    
  
  
出 
釆 （ 

る 6 ） 巳 
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意 
味 
の 
    
と 

を 
の 
へ 
て 
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が 

  
  
セォ し 

の 
べ 
ナ， @ 
世 
俗 
主 
主我 
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弓
 
の
二
円
 
0
 コ
 （
最
終
権
威
を
組
織
そ
の
も
の
の
中
に
つ
く
り
 
あ
げ
た
信
仰
で
、
例
え
ば
古
典
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
）
に
 

Ⅰ
の
 
-
 
円
頃
日
（
人
間
自
体
の
の
 
-
h
 
に
権
威
を
お
 き
 、
そ
の
た
 め
に
、
す
べ
て
の
道
徳
的
権
威
も
断
片
的
に
な
り
、
 

助
 け
 易
い
、
い
わ
ゆ
る
 
0
 宇
日
 ぉ
目
 雙
 0
 口
 ）
を
あ
げ
る
 所
に
も
、
世
俗
主
義
え
の
不
安
が
み
ら
れ
る
。
 
ァ
ダ
 

た
 で
 亜
の
 
ト
 
（
ぎ
ば
日
か
ら
、
真
に
組
織
を
規
制
し
う
る
理
想
 は
 見
出
さ
れ
ず
、
時
と
場
所
の
影
響
の
下
に
、
人
間
 

が
 始
ま
る
と
い
う
。
 

ニ
コ
ラ
ス
の
い
う
㈲
の
系
列
 ま
降
 了
ユ
 の
ヨ
 に
あ
っ
て
 ほ
 、
前
述
の
世
俗
主
義
と
同
様
、
政
治
勢
力
の
下
 

は
 認
め
ら
れ
て
も
、
政
治
勢
力
の
偏
見
の
下
に
、
い
わ
 ゆ
る
「
選
択
の
完
全
な
眉
白
」
は
な
い
と
 恥
う
 い
み
に
 対

し
て
、
か
 ま
 。
 コ
 。
 日
 。
目
の
 

か
え
っ
て
偏
見
の
成
長
を
 

ム
ス
 に
よ
れ
ば
、
こ
 う
し
 

組
織
の
断
片
化
と
孤
立
化
 

に
一
応
個
人
の
信
仰
自
由
 

お
い
て
、
真
の
個
人
主
義
 

  

（
「
・
 

l
 
，
 
Ⅰ
 

）
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

1
 

 
 

あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
機
械
化
の
危
険
性
を
 ぃ
み
す
 -
 
る
 」
と
い
う
，
ア
ダ
ム
ス
が
テ
ィ
リ
ッ
ク
を
引
用
し
な
が
 ヒ
レ
 
、
 イ
田
弾
 め
 Ⅱ
 0
 コ
 0
 日
 0
 目
の
 

  

主
義
も
こ
の
系
列
に
お
い
て
 -
 
理
解
出
来
る
と
極
言
し
 、
 「
人
間
の
相
対
化
あ
る
い
み
で
の
単
位
化
は
、
競
走
の
い
 み
で
合
理
化
の
系
列
に
 

  @r-y't@-.-@@  y  @  --.-r.Tir-@r,?@:@@     

利
を
持
ち
、
す
べ
て
の
組
織
・
社
会
は
成
員
の
共
通
関
 心
 
（
 
的
 9
 ち
 「
 
巴
毛
ぎ
 ）
に
よ
っ
て
そ
の
善
悪
を
判
断
さ
れ
 る
と
い
う
原
則
の
下
で
 

円
 
ニ
コ
ラ
ス
や
ト
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
上
に
 超
越
す
る
規
準
が
無
い
た
め
に
、
す
べ
て
の
行
為
・
組
織
 は
 ・
相
対
的
に
意
見
の
 

多
数
に
 よ
 り
決
定
さ
れ
、
契
約
の
名
の
下
に
圧
力
化
し
 た
 意
見
（
多
く
の
場
合
、
そ
れ
自
体
が
政
治
的
偏
見
と
な
 る
 可
能
性
を
も
つ
）
が
 、
 

個
人
の
自
由
を
束
縛
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
そ
れ
 は
 民
主
主
義
で
あ
っ
て
も
、
基
礎
の
な
い
ム
ロ
理
化
で
あ
る
 
。
極
端
な
カ
ト
リ
ッ
ク
 

に
 対
抗
す
る
こ
と
か
ら
生
れ
た
（
 オ
 0
%
n
o
 
ヴ
 ）
口
の
は
、
 
結
 局
ヨ
づ
 の
Ⅱ
曲
の
Ⅰ
の
音
 

ず
 。
汀
の
で
 L
 
レ
 ム 
T
 あ
 ㍉
 ノ
 
え
な
い
。
 Ⅰ
 
@
 ｜
 マ
ス
は
共
産
圏
民
主
 

． *. ㌃ 了サ                       

気 み   
理 そ 
念 の 
化 た 
忙 め 
  Ⅱ ァ し 

フ フ ラ ラ     
ノ ン 

ス ス 

更 に 

学 お 
老 け 
ほ ろ 

よ 政 
れ 教 
ば 分 

、 離     
@  市毛 見 

0 種 
民 的 
契 な 
弘 士 
百旧 打 " 
に 教 

否定 代表 

さ の   
て で   
る な 
と ね   
ぅ谷る     
大 と 

間 に 
は な 

コ つ 

注 て 
目 し 
田 ま 

った。コ屋 コ Ⅰ し 8 

と @ 」   
て 雰 
権 囲 

 
 

て
 、
こ
う
し
た
政
治
勢
力
を
利
用
す
る
ロ
ー
マ
と
の
村
上
 
ェ
と
 、
完
全
な
る
一
望
 対
俗
 」
の
分
離
に
導
か
れ
る
。
 

す
 な
 む
 ち
、
「
世
俗
主
義
」
の
 

 
 

 
  
 

ア
 
"
"
 
;
 

 
 

（
の
の
の
三
銭
ず
日
）
の
理
想
型
の
出
現
 

か
 可
能
と
な
る
、
 
カ
 
ト
リ
ソ
ク
 
の
専
制
は
「
，
ラ
ン
ス
革
命
の
後
に
、
フ
ラ
ン
 

ス
に
反
 宗
教
主
義
を
 ぅ
 

 
 

翠
 
'
"
 

。
 

 
 才
 

ニ
コ
ラ
ス
の
い
 う
 Ⅲ
の
系
列
に
お
い
て
は
、
個
人
の
権
威
 の
 確
立
は
、
ま
す
王
権
神
授
説
に
依
存
す
る
専
制
 
王
 国
の
打
破
、
 っ
づ
い
 
6
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こ
こ
で
再
確
認
し
た
い
。
こ
の
確
信
は
同
時
に
「
自
己
 の
 意
志
を
通
し
、
選
ば
れ
た
者
と
し
て
善
を
行
 う
し
 義
務
 な
 よ
び
起
し
、
非
情
な
 

ま
で
に
人
を
彼
の
役
割
遂
行
に
か
り
た
て
る
日
の
の
の
の
 
円
 

 
 

定
 さ
れ
て
い
る
確
信
」
 

か
ら
、
あ
る
い
み
で
は
報
酬
を
求
め
な
い
公
平
な
 ツ
 ル
 マ
 と
な
り
、
そ
し
て
、
自
己
と
関
心
を
共
に
す
る
個
人
の
 「
組
織
内
で
の
独
立
」
 

を
 認
め
、
組
織
そ
の
も
の
の
権
威
を
個
人
の
 力
 に
常
に
 還
元
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
自
ら
の
主
張
を
徹
底
さ
せ
る
 こ
と
で
偏
見
の
支
持
」
 
と
 

行
 う
 こ
と
が
あ
っ
て
も
、
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
 
ニ
｜
 バ
ー
は
こ
の
欠
点
を
認
め
て
い
る
Ⅹ
組
織
そ
の
も
の
に
 
力
 を
持
た
せ
る
こ
と
が
 

な
 い
 意
味
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
英
米
で
常
に
政
 府
の
機
能
化
を
計
り
な
が
ら
も
、
政
府
に
権
力
を
持
た
せ
 る
こ
と
を
嫌
 う
 傾
向
の
 

 
 

辣
ざ
コ
 と
し
て
そ
れ
の
定
め
ら
れ
た
目
標
と
機
能
の
範
 囲

内
に
お
し
て
 

を
持
つ
こ
（
 

I
 
 

4
 ）
 、
、
 
力
 

珊
 
と
に
な
る
。
バ
ー
ン
ズ
（
 オ
 ・
 
セ
 ・
 
ロ
が
目
 
8
 ）
が
 、
，
 」
の
個
人
主
義
に
 づ
 0
 ぎ
耳
曲
 
（
一
の
 

日
 
と
い
う
名
を
与
え
た
 事
実
は
、
組
織
は
契
約
そ
の
 

Ⅲ
も
の
に
お
い
て
有
効
性
を
も
つ
も
の
で
な
く
、
 

神
 
（
絶
対
性
）
に
よ
っ
て
 裏
づ
 げ
ら
れ
た
個
人
の
意
志
に
 ひ
そ
む
必
然
性
（
き
名
 0
 の
 
ま
 1
 

荻
 
0
 コ
 ）
に
お
い
て
有
効
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
 
理
由
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
 

 
 

コ
の
 第
一
条
件
は
、
「
自
己
自
身
え
の
依
存
は
、
自
己
 を
 超
越
す
る
存
在
え
の
信
念
 

 
 
 
 
 
 

如
か
ら
始
ま
る
」
（
 づ
 目
下
 へ
の
 
（
額
口
 
ゑ
 O
h
 
 

由
す
め
 
h
q
 

の
の
 

臣
 ）
が
 
コ
 Ⅰ
ツ
田
 

ゴ
が
仔
は
ち
蛋
 

宇
宙
 
ゴ
が
 
曲
の
隼
の
 

で
 ㏄
 
コ
ら
 
の
 コ
 の
の
 片
 
0
 Ⅱ
 す
 ト
 
の
す
の
 
ド
 
コ
内
申
 
コ
 山
下
 ド
の
日
 

Ⅱ
の
の
 

｜
 
（
 
 
 

（
 
5
u
 

l
l
 

 
 

0
 ロ
ワ
 Ⅱ
 
0
 の
の
の
の
 

コ
 0
 田
ゥ
 
片
田
ゅ
 0
 ミ
づ
づ
 
日
が
 
ガ
 ）
コ
的
こ
と
い
つ
 
て
、
新
 カ
ン
ト
派
以
来
 の
、
 
7
 

  

び
 ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
に
し
た
 ピ
ユ
 
リ
タ
ン
精
神
の
機
 能
を
説
く
こ
と
は
考
え
な
い
。
と
も
あ
れ
、
絶
望
的
に
か
 く
れ
た
る
神
に
対
す
る
 

 
 

 
 

状
況
で
は
、
自
己
が
救
済
に
予
定
さ
れ
て
い
る
「
確
信
 」
を
持
つ
こ
と
に
し
か
、
「
信
仰
の
維
持
」
の
可
能
性
は
認
 

め
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
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そ ら の め 
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超
越
的
理
念
え
の
態
度
に
、
そ
し
て
呪
術
か
ら
の
解
放
 す
な
わ
ち
こ
の
世
的
力
の
操
作
 
日
が
コ
ぢ
 
三
斗
 ざ
 臣
か
ら
 の
 解
放
に
、
近
代
人
の
 

態
度
と
理
念
を
求
め
た
の
も
、
 

力
 ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
的
立
 場
を
基
礎
と
し
た
の
も
で
あ
っ
た
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
個
人
 の
力
 は
勿
論
組
織
の
 
カ
 

に
 変
え
ら
れ
ね
ば
、
近
代
の
巨
大
な
機
構
の
中
で
効
果
 
を
 発
し
え
な
い
が
、
こ
れ
 迄
 社
会
学
の
分
野
で
組
織
の
 力
 ば
か
り
問
題
に
さ
れ
 

て
 、
そ
の
 力
 に
本
釆
の
機
能
性
（
目
的
の
範
囲
内
で
生
 ぎ
る
機
能
性
）
を
発
揮
さ
せ
る
個
人
の
 力
 が
問
題
に
さ
れ
 な
か
っ
た
所
に
 、
ゥ
ヱ
 

バ
ー
の
無
視
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
論
じ
て
い
 る
 。
 

 
 こ

こ
で
、
多
少
ア
ダ
ム
ス
達
の
論
旨
を
異
つ
た
面
か
ら
 擁
護
す
る
必
要
を
認
め
る
。
ア
ダ
ム
ス
達
に
 よ
 れ
ば
、
 さ
 き
 に
ト
レ
ル
チ
の
 
@
 
目
 

葉
を
使
用
し
て
、
の
の
の
山
コ
 
臣
蛋
臣
岨
 

㏄
 び
叶
甘
 

～
 
ガ
 と
い
う
い
 
み
 で
 こ
の
個
人
主
義
理
念
の
厳
格
さ
を
述
べ
た
が
、
即
ち
 、
 英
語
で
い
え
ば
よ
る
 宇
 

幽
曲
 0
 臣
 あ
る
い
は
。
 き
も
 0
 の
 @
 
（
 
円
 
せ
 0
 ，
 0
 日
 
巨
 8
 
で
あ
る
 
い
 み
に
お
い
て
、
信
仰
の
人
間
的
・
行
動
的
「
表
示
」
は
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
示
 

で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
個
人
主
義
は
 、
ょ
き
 に
 つ
 け
 悪
 し
き
に
つ
げ
、
 
田
 各
自
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
え
の
忠
誠
を
意
 抹
 し
、
そ
れ
の
相
互
 確
 

 
 

互
に
認
め
あ
 ぅ
 ）
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
㈲
組
織
は
必
然
 的
に
、
「
性
格
上
」
で
は
 

外
部
か
ら
み
る
と
、
共
通
関
心
を
も
っ
異
質
的
な
人
間
 0
 集
る
利
益
集
団
的
「
傾
向
」
を
お
び
て
く
る
。
後
述
す
 る
よ
う
に
、
英
米
系
の
 

年
立
 
コ
 0
 日
日
り
 由
 0
 目
の
の
階
層
分
化
は
こ
の
傾
向
の
上
に
社
 会
 が
巨
大
化
す
る
と
共
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
し
、
こ
こ
 に
 神
学
的
立
場
（
各
個
人
 

に
 権
威
を
お
く
近
代
個
人
主
義
と
、
原
始
教
会
に
お
け
 る
 イ
エ
ス
に
お
け
る
カ
リ
ス
マ
的
存
在
に
よ
る
統
制
Ⅱ
 教
 全
一
致
と
を
混
同
す
る
 

立
場
、
す
な
む
ち
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
美
化
）
か
ら
、
 @
 
ア
 ノ
ミ
不
ー
シ
ョ
ン
の
階
層
化
を
攻
撃
す
る
 ニ
 ー
バ
ー
の
 
論
旨
も
可
能
に
な
る
。
 

ア
ダ
ム
ス
は
こ
の
 づ
 0
 三
津
 銭
 す
日
を
テ
イ
リ
ッ
ク
を
 引
 用
 し
つ
つ
 
弓
 す
の
 
0
 口
 0
 日
宝
握
田
ぺ
づ
 
の
と
類
型
づ
け
た
。
 
こ
 の
 態
度
は
「
い
か
な
 

る
 限
定
的
活
動
や
目
的
に
も
、
む
や
み
に
堅
約
意
義
を
 認
め
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
宗
教
的
で
あ
る
と
世
俗
的
で
 あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
 

誠
実
に
真
理
を
要
求
し
て
、
有
意
義
な
活
動
の
み
に
 聖
 を
 認
め
る
。
か
く
し
て
、
聖
な
る
も
の
と
世
俗
的
な
る
も
 の
の
明
確
な
境
界
は
否
 

定
 さ
れ
る
が
、
そ
の
両
者
に
も
し
究
極
的
に
区
別
を
つ
 げ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
聖
な
る
も
の
に
空
間
的
 限
 定
や
性
格
的
限
定
を
与
 

-
6
 

Ⅰ
 ）
 

え
る
こ
と
え
の
 罪
 意
識
が
、
そ
の
区
分
を
行
 う
 役
割
を
 

つ
と
め
る
の
で
あ
り
」
、
こ
れ
に
よ
り
真
の
ぎ
 

年
ぎ
崔
 /
 が
 -
 
あ
目
と
の
の
の
 由
 -
 
燵
 Ⅱ
 あ
 ゴ
 
（
 

(128) & 



  
 
 

 
 

 
 

ム が主   
に 2 種 社 債 上 が 分 
も と 史 会 を の 確 さ 

払 い 的 に 特 理 認れ 
ず わ に お 徴 由 し る 
し れ 裏 げ づ に た の 
も る 付 る げ ょ こ で 

=  調 な げ 教 る り と あ 

/ イ @ 

    
  

に孝 

ズ二 

る 

か   V@ し 

よ   つ 
て 

  限 

      
の 規 能 英 宗 ダ 

宗教史における 近代化の問題 

ろえ ぅ のの社に 点い表 ふこ れ の。 た 本 
か 移 移 全 体 て 理 こ 論 

。 行 行 組 存 ぃ 念 の の 
ほ ほ 織 す な の 論 纂 
よ よ の る い 一 目 庇 
り り 上 と 。 般 が に 
" " か し こ イヒ 二   

推霧モ ㈲ ら て の Ⅱ コ ウ 

後 布 は 、 一 庶 う エ 

に 教 " こ 般 民 ス @ 
、 態 宗 こ 化 え や バ 

㈲ 整 数 で 問 の ア l 
全 の 団 は 題 下 ダ の 

股上体そこ降ム「 的 かのの そ がス フ 

にら利一著語の みは 益般者 らい ロ テ 

る 、 実 化 の れ ラ ス 

  
念 い よ 理     これ の情 慣 は り 、 的に 」 ユム "  と 

  
の論ヒ 形 いう 「教育 を にま 、 。この 発表 を １１ れた。 

    
@ る え 化 他 は る も 

な 方 の は の 殆 に 述 
か 何 重 、 発 ど は べ 
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㈹
ピ
ュ
リ
タ
ン
革
命
の
英
国
史
，
西
欧
 
史
 お
よ
 ぼ
せ
 る
 影
響
は
大
き
い
が
、
 

ピ
ユ
 リ
タ
ン
そ
の
も
の
は
、
 
独
 立
 自
営
的
な
せ
の
 7 

の
の
ま
 胡
日
目
層
 に
属
し
て
お
り
、
 

十
セ
 世
紀
人
ロ
 
の
 こ
く
一
部
分
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
ピ
ュ
リ
 
タ
 ン
 革
命
の
結
果
 

ぢ
ピ
 
が
 コ
 "
 

は
 、
政
治
上
で
は
議
会
政
治
へ
の
道
を
、
宗
教
上
で
は
 国
教
会
を
も
一
教
派
の
地
位
に
実
質
的
に
引
下
げ
、
 デ
ノ
 -
 
く
 ネ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 

の
形
成
え
の
道
を
 、
 開
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
 な
が
ら
、
庶
民
層
の
生
活
は
、
な
お
国
教
会
の
教
区
制
度
 の
中
に
束
縛
さ
れ
、
 
自
 

由
 な
る
信
仰
え
の
可
能
性
、
教
会
に
自
己
の
席
 （ 桶
毒
 ）
を
持
っ
可
能
性
す
ら
、
庶
民
 層
 に
は
縁
遠
い
も
 の
で
あ
っ
た
」
こ
の
 状
 

況
は
 、
こ
れ
か
ら
 ピ
ユ
 リ
タ
ン
理
念
の
一
般
化
の
具
体
 何
 と
し
て
あ
げ
る
 メ
ソ
ジ
ズ
ム
 
の
展
開
を
み
た
、
十
八
世
 紀
 に
お
げ
る
、
教
区
 牧
 

師
の
有
名
な
日
記
ト
ヨ
 ミ
 0
 氏
 0
 （
 繍
 @
,
 目
 ちし
 団
ポ
 
。
 片
 が
の
 0
 ロ
 コ
叶
 
Ⅰ
 
田
 ㌧
 臣
 Ⅰ
の
 
0
 コ
，
 （
の
 
&
.
 
ヴ
 ㎏
 4
.
 
い
 ㏄
Ⅱ
の
の
 

h
o
 

Ⅰ
 隼
 ・
 の
 4
0
-
 

の
・
）
を
参
照
す
れ
ば
 

理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
教
会
は
、
国
教
 陰
 に
せ
 よ
 非
国
教
会
に
せ
 よ
 、
独
立
的
生
計
を
営
な
め
る
 水
準
以
上
の
、
紳
士
 層
 

の
た
め
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
・
庶
民
暦
仁
 

は
 、
出
席
を
許
る
さ
れ
る
べ
 き
 場
所
で
あ
っ
て
も
、
自
己
 選
択
に
よ
り
出
席
を
行
 

い
 う
る
 場
所
で
は
な
か
つ
た
。
既
に
、
貴
族
お
よ
び
そ
 れ
を
め
ぐ
る
支
配
 属
と
 縁
の
深
い
国
教
会
に
対
し
て
、
 

申
 堅
 紳
士
 肩
 を
い
み
す
る
 

非
国
教
会
の
、
階
層
分
化
は
始
ま
っ
て
い
た
が
、
国
民
 の
 大
部
分
を
占
め
る
庶
民
 層
 が
自
己
の
共
通
関
心
に
従
っ
 て
 、
自
己
が
選
択
す
る
 

宗
教
団
体
を
も
つ
た
め
に
は
（
 す
な
ね
 ち
、
 
ピ
ユ
リ
タ
 ン
 理
念
の
社
会
的
な
一
般
化
の
た
め
に
は
）
、
こ
う
し
た
 近
代
化
え
の
理
念
を
実
 

現
さ
せ
る
客
観
的
な
場
の
出
現
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
  
 

（
 
9
 
l
 ）
 

社
会
学
者
は
、
こ
の
場
の
出
現
を
し
ば
し
ば
「
封
建
 社
ム
 互
か
ら
資
本
主
義
社
会
へ
の
移
行
」
と
い
う
言
葉
に
よ
 つ
 て
 表
現
す
る
が
、
 
そ
 

の
 移
行
形
式
に
は
様
々
な
形
態
が
あ
り
、
た
と
え
ば
 ド
 イ
ソ
や
 
ロ
シ
ヤ
に
お
け
る
如
く
、
封
建
貴
族
が
商
業
資
本
 家
 と
結
人
口
し
て
、
 そ
ハ
り
 

特
権
と
「
社
会
の
旧
秩
序
」
を
維
持
し
な
が
ら
、
資
本
 主
義
体
制
に
移
行
す
る
よ
う
な
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し
も
 前
述
の
表
現
に
よ
り
、
 

個
人
概
念
の
一
般
化
と
そ
れ
に
つ
づ
く
 
づ
 0
 ざ
 コ
 %
a
 
ペ
セ
 が
 印
ア
三
の
の
を
可
能
に
す
る
場
の
出
現
を
表
現
し
き
る
こ
 

と
は
出
来
な
い
。
資
本
 

主
義
体
制
を
支
え
る
非
情
な
ま
で
の
個
人
の
奉
仕
精
神
 が
そ
の
体
制
の
展
開
を
支
え
る
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
 し
て
は
そ
の
体
制
の
基
 

底
 に
あ
る
「
自
発
的
」
競
合
は
、
修
正
の
余
地
な
く
 資
 本
主
義
の
自
滅
に
と
つ
な
が
つ
て
ゆ
く
よ
 う
 に
考
え
ら
れ
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
英
米
 

㌔
 
-
 

て 130) 10 
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甜
成
 と
な
り
、
ま
た
、
そ
の
新
派
は
い
わ
か
る
既
成
 団
体
に
属
さ
な
い
人
々
、
す
な
 ね
 ち
、
 ま
の
 &
p
 
の
 ぎ
プ
 の
Ⅱ
～
（
の
 

宙
と
 結
び
つ
い
て
ゆ
く
。
（
 

5
 
2
 

）
 

 
 
 
 
 
 

如
 

産
業
革
命
当
時
の
ま
の
 
&
 い
 
の
ぎ
 汀
 q
@
d
 

の
由
は
都
市
 に
 集
中
す
る
庶
民
 層
 て
あ
り
、
こ
れ
に
結
合
し
た
の
か
 メ
ソ
ジ
ス
ト
て
あ
る
。
ニ
コ
㏄
 

 
 

諫
 

ラ
ス
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
に
よ
り
初
め
て
宗
教
改
革
に
 取
り
残
こ
さ
れ
た
庶
民
 層
に
 、
宗
教
改
革
の
理
念
か
伝
え
 ら
れ
た
と
主
張
す
る
。
都
会
 
u
 

 
 

，
 
・
 
，
 ，
，
 薮
鮫
 
姥
鮫
 へ 

 
 

  

冊
に
 既
成
教
会
を
教
派
に
（
 

ま
 の
の
 
ゴ
コ
 
（
 
c
 
プ
 を
音
 コ
 。
 ヨ
ぎ
時
ざ
コ
 
に
）
 
引
 降
ろ
そ
う
と
す
る
試
み
が
教
会
内
に
 

行
 な
わ
れ
、
教
会
に
対
す
る
 

ぬ
 
不
満
は
常
に
新
派
（
当
初
は
絡
 

陣
 で
あ
る
が
、
 
後
 に
 巨
の
 
コ
 。
日
田
 
舶
宙
 
。
 
コ
 と
し
て
、
他
の
教
派
と
対
等
の
地
 

位
を
要
求
す
る
組
織
）
の
 

結
 

        

し
ま
う
た
 
力
 ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
独
善
主
義
に
よ
っ
て
 

、
最
 も
 広
い
信
徒
層
で
あ
る
庶
民
居
 
を
、
ク
 と %
 知
の
手
に
残
し
て
し
ま
 

つ
 た
こ
と
に
お
い
て
、
精
神
的
に
は
い
ざ
し
ら
ず
、
実
質
 

的
に
は
全
く
失
敗
で
あ
っ
た
・
一
（
 

0
 
2
 
 

）
 事
実
を
述
べ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
産
業
革
命
に
 

よ
 る
農
村
か
ら
都
市
え
の
人
口
移
動
の
激
し
さ
は
、
 

地
 

 
 

ゅ
 
三
の
日
を
お
し
流
し
、
 

（
。
 

リ
セ
 

人
 
）
 

そ
う
し
た
地
縁
的
組
織
か
ら
解
放
さ
れ
た
庶
民
 

層
 に
み
 ら
れ
る
空
白
感
を
補
填
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
関
心
に
 

沿
 
、
 うて
新
 
ら
し
く
組
織
 

・
（
 

3
 
2
 

）
 

さ
れ
る
 せ
 
。
三
コ
 

旺
屯
 a
c
 
ヰ
つ
い
ヰ
 

ぜ
が
必
要
と
さ
れ
た
。
 

社
 全
学
者
ブ
ラ
ー
ド
（
 

弓
 ・
㏄
 
0
%
 
き
ら
）
は
、
こ
の
転
換
を
 

「
文
化
の
註
。
 

ヨ
ぃ
ム
コ
ゆ
 

」
 

-
4
 

2
 
Ⅰ
）
 

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
同
じ
く
デ
ヴ
ィ
 

ス
 （
 
内
 ・
 
し
 申
せ
田
の
）
 

ほ
 、
「
同
質
的
社
会
か
ら
異
質
的
社
会
え
の
展
開
」
と
 

よ
 ん
で
い
る
。
こ
の
よ
 

う
 

な
 ・
転
換
期
に
は
、
ニ
コ
ラ
ス
の
い
う
の
こ
笘
の
曲
二
の
日
の
 

類
型
（
た
と
え
ば
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
）
で
は
、
 

解
放
さ
れ
た
庶
民
 
層
は
 

彼
ら
を
引
受
け
る
宗
教
団
体
も
な
い
ま
ま
に
、
力
相
こ
の
点
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
類
型
で
は
、
 

題
 

 
 

 
 

                      ・ -@@- T@@f@-f@@ 、 !"SV& 

  

 
 

 
 

め
ら
れ
た
も
の
が
、
 

ル
 

以
上
の
い
み
で
、
こ
の
せ
三
ヒ
 

妻
 臣
の
 

ヨ
 の
庶
民
 

層
え
 
の
 
拡
大
を
可
能
に
す
る
客
観
的
条
件
（
同
時
に
そ
れ
ほ
 

そ
 
0
 
条
件
を
つ
く
り
 

出
 

す
 
理
念
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
合
理
工
義
を
前
提
 

と
す
る
）
は
、
ニ
コ
ラ
ス
に
 

よ
 
れ
ば
「
産
業
革
命
し
す
 

な
 
ね
 
ち
、
 
円
づ
 

山
岸
 

降
ユ
 

㏄
由
の
 

う
 

｜
 
テ
ル
教
会
の
権
力
者
に
連
な
る
中
堅
層
意
識
 

や
、
単
 

な
る
知
識
層
や
独
立
自
営
農
民
 

層
の
い
 

わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
 

，
 
ヮ
的
 
教
会
に
固
定
し
て
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に
 集
中
す
る
庶
民
暦
に
 、
メ
ソ
ジ
 
ズ
ム
は
「
巡
回
伝
道
、
 

大
衆
集
会
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
伝
道
、
家
庭
集
会
、
俗
人
 指
導
者
の
僧
職
代
行
」
 

の
 、
都
市
す
な
わ
ち
異
質
的
社
会
の
伝
道
に
適
合
し
た
 布
教
体
制
を
以
て
の
ぞ
み
、
 

新
 ら
し
く
出
現
す
る
賃
銀
券
 勘
者
や
下
級
事
務
労
働
 

者
の
利
益
集
団
と
し
て
の
社
会
的
性
格
を
つ
く
り
あ
げ
 て
ゆ
く
事
実
に
任
目
し
た
い
 0
 メ
ソ
 ジ
ス
 ム
 研
究
の
権
威
 ア
 ン
 ヴ
ィ
（
Ⅱ
・
 目
巴
か
｜
 

せ
 Ⅱ
）
は
 、
叶
ゴ
 の
ま
の
 ぎ
ゴ
 の
 由
 （
経
の
利
益
集
団
と
し
て
の
 こ
の
 親
 ら
し
い
福
音
主
義
教
団
が
、
一
見
全
く
性
格
を
 異
に
す
る
世
俗
的
 ラ
デ
 

ィ
ヵ
 リ
ズ
ム
と
歩
調
を
そ
ろ
え
て
、
資
本
主
義
社
会
の
 巨
大
化
す
る
支
配
機
構
を
批
判
す
る
事
実
に
 、
メ
ソ
ジ
ズ
 
ム
 の
自
発
性
と
自
立
性
 

（
㏄
）
 

を
 認
め
よ
う
と
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
 は
こ
の
自
発
性
の
中
に
自
己
の
利
益
の
み
に
忠
実
で
あ
る
 の
の
 
目
 れ
口
 曲
コ
 
あ
日
と
し
 

て
の
 
監
俺
 0
 日
ぎ
 ぎ
ざ
 コ
 ㏄
 コ
の
ヨ
 の
性
格
を
認
め
、
キ
リ
 ス
ト
教
の
イ
ェ
ス
に
お
け
る
一
致
に
背
く
、
世
俗
主
義
（
 世
俗
的
利
益
集
団
）
 
え
 

の
 堕
落
と
嘆
く
が
、
 
づ
 0
 三
ロ
 

t
a
r
 

い
 
の
 日
 
-
 
は
 必
然
的
に
信
仰
 の
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
に
伴
っ
て
組
織
さ
れ
る
も
の
で
あ
 る
 限
り
。
こ
の
ニ
ー
 バ
 

１
 0
 批
判
は
神
学
的
偏
向
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

え
の
貢
献
を
否
定
し
ょ
う
と
す
る
者
も
あ
る
。
こ
 う
し
 

㈲
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
そ
う
で
あ
っ
た
 23
 
に
 、
 多
く
の
 

た
 傾
向
に
対
し
、
ウ
ェ
ス
 レ
ヱ
イ
 自
身
が
そ
の
説
教
，
 
ま
 

学
者
が
 、
メ
ソ
 
ジ
ス
 ム
 は
 ピ
ユ
 リ
タ
ン
伝
統
の
直
接
の
継
 

す
偉
 ず
ら
Ⅱ
 日
 ぎ
了
 コ
 ～
。
 

承
 者
で
は
な
い
と
い
 

ぅ
 見
方
を
と
る
。
ま
た
 メ
ソ
 ジ
ズ
 ム
 の
支
持
者
の
階
層
 的
 背
景
、
す
な
 ね
 ち
、
自
営
精
神
・
自
立
精
神
と
は
む
し
 ろ
 縁
遠
い
と
み
な
さ
れ
 

る
 賃
銀
労
働
者
、
事
務
労
働
者
、
小
自
営
業
者
な
ど
の
 社
会
的
性
格
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
を
ピ
ュ
リ
タ
ン
の
 市
 民
的
 性
格
（
最
も
独
立
 

心
 に
富
む
フ
ル
ジ
ョ
ア
 的
 性
格
）
と
比
較
し
な
が
ら
、
 

，
 
」
の
両
者
を
全
く
異
つ
た
神
学
体
系
と
み
な
し
、
 

メ
ソ
ジ
 ス
ム
の
資
本
主
義
精
神
 

（
 
7
 
2
 ）
 

（
 
0
0
 

り
 
c
 
）
 

の
中
で
、
自
身
の
神
学
が
カ
ル
ヴ
ィ
ン
の
神
学
と
そ
 う
 差
 の
な
い
も
の
で
あ
る
事
実
を
強
調
し
て
い
る
。
も
し
 差
 が
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

「
予
定
」
の
意
義
の
差
異
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ン
は
神
の
 か
く
れ
た
る
予
定
と
い
う
無
慈
悲
な
現
実
を
説
い
た
の
 に
 対
し
、
ア
ル
ミ
ニ
 
イ
 

ア
ン
で
あ
る
ウ
エ
ス
 レ
ヱ
イ
 は
 、
 
「
キ
リ
ス
ト
の
死
は
 
、
 神
の
予
定
を
知
る
規
準
で
あ
り
、
イ
ェ
ス
に
お
い
て
 神
 を
 信
ず
る
能
力
を
持
っ
 

者
は
、
予
定
さ
れ
た
る
者
で
あ
る
」
と
説
い
て
、
自
由
仝
 
忌
志
に
 よ
 る
予
定
の
再
確
認
の
可
能
性
を
認
め
た
の
で
あ
 る
 ，
絶
対
の
否
定
に
直
 

面
し
七
自
己
の
予
定
を
図
太
く
信
ず
る
 ピ
ユ
 リ
タ
ン
 信
 仰
の
厳
格
さ
に
対
し
、
自
由
意
志
に
 よ
 り
予
定
の
再
確
認
 な
 行
 う
 余
裕
を
与
え
 ろ
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今
日
、
ネ
オ
・
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
、
殊
に
ア
メ
リ
カ
 神
 学
 に
お
い
て
、
「
原
罪
」
の
意
義
は
、
「
人
間
が
神
の
似
 姿
を
持
ち
な
が
ら
、
 

題
 

な
お
、
創
造
さ
れ
た
め
田
宮
 監
 」
と
し
て
自
己
を
 受
 げ
と
る
そ
の
起
点
に
あ
る
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
 ょ
 う
 に
、
今
日
に
お
い
て
は
、
 

囲
 

カ
ル
ヴ
ィ
ン
の
よ
う
に
隠
れ
た
る
神
は
最
早
表
面
に
 説
か
れ
る
こ
と
な
く
、
人
間
の
「
限
定
的
存
在
」
と
し
 て
の
悲
劇
を
み
つ
め
る
こ
と
 

の
中
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
厳
格
倫
理
の
規
準
 を
お
く
傾
向
が
強
い
。
換
言
す
れ
ば
、
 

メ
ソ
ジ
ズ
ム
 
が
 庶
 民
 層
の
経
験
主
義
と
カ
 バ
ヴ
 

荻
ィ
ニ
 。
ス
ム
を
妥
協
さ
せ
て
、
「
回
心
」
の
神
学
を
生
 
み
 出
し
た
時
を
境
界
と
し
（
 

I
 
3
 
 

）
 

て
、
 力
 ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
 
よ
 る
 個
人
概
念
は
著
じ
る
し
く
 

鯛
 
人
間
中
心
化
さ
れ
、
「
個
人
の
体
験
の
主
張
」
と
 ぃ
 ぅ
 形
で
、
近
代
的
個
人
主
義
は
展
開
す
る
 よ
う
 に
な
る
 

不
才
・
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
 

 
 
 
 

 
 
 
 

史
が
ピ
ユ
 リ
タ
ン
の
正
統
と
み
ら
れ
な
が
ら
、
世
俗
 鼻
 の
す
る
実
存
哲
学
と
混
同
さ
れ
る
可
能
性
は
、
神
学
一
 般
の
人
間
中
心
化
（
 二
 コ
ラ
 

ぴ
 

教
 

 
  
 

掠
ス
の
 い
 う
 神
学
の
世
俗
化
）
の
傾
向
に
お
い
て
 必
 然
 と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

    
  

ね
 た
 メ
ソ
ジ
ズ
ム
 
で
は
、
自
己
の
意
志
の
正
義
を
主
張
 す
る
た
め
に
、
直
接
に
神
の
予
定
の
証
し
と
し
て
の
「
 回
 心
の
体
験
」
 

特
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
 

（
 
9
 
リ
セ
 

）
 

メ
ソ
 ジ
ス
 ム
 に
お
い
て
も
「
予
定
」
が
信
仰
の
最
終
日
 標
 で
あ
る
限
り
、
禁
欲
と
奉
仕
が
要
求
さ
れ
、
こ
の
倫
理
 は
メ
ソ
ジ
 

員
を
 、
十
九
世
紀
に
な
る
と
中
間
層
的
存
在
に
引
上
げ
 る
 機
能
を
果
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
 ｜
 バ
ー
 と
い
 

ソ
 ジ
ス
 ム
 を
資
本
主
義
の
担
い
手
と
認
め
て
い
る
。
 

し
か
ら
ば
、
何
故
を
以
て
 メ
ソ
ジ
 ズ
ム
は
そ
の
神
学
に
 お
が
る
 カ
 ル
ヴ
ィ
ン
色
を
薄
す
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
 。
社
会
学
 

ン
ガ
ム
（
Ⅰ
 
之
 。
年
日
的
 
は
 曲
目
）
お
よ
び
史
学
者
ウ
ェ
ア
 マ
ウ
ス
（
 カ
 ・
 
ヨ
す
 常
日
の
卑
下
）
は
、
「
神
の
予
定
の
絶
 
対
性
は
、
そ
 

絶
対
性
と
相
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
ウ
エ
ス
 レ
エ
 イ
の
論
ヒ
 日
を
認
め
な
が
ら
も
、
宗
教
改
革
の
庶
民
 層
 え
の
下
降
 は
 、
結
局
、
 

（
 
&
 ～
の
 
づ
 0
 の
 ぃ
 
（
 
ピ
コ
田
 注
目
⑧
の
情
緒
化
、
換
言
す
れ
ば
、
 
人
間
の
体
験
の
中
に
神
の
救
済
を
確
認
す
る
庶
民
 層
の
 経
験
的
個
人
 

擁
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
、
 同
 じ
 神
学
系
統
に
属
す
と
は
い
え
ど
も
、
り
口
「
 
ぃ
 
宮
田
の
 日
 
と
目
セ
曲
コ
 
幅
の
 

コ
の
 （
田
の
日
）
の
神
学
に
は
、
論
旨
の
重
点
が
神
中
心
か
ら
 
人
間
中
心
え
と
移
っ
て
来
る
事
実
を
す
る
ど
く
指
摘
す
 る
繍
 
。
 
）
 

を
 表
面
に
 

ス
ム
 の
 成
 

，
 
え
ど
も
 メ
 

者
 ノ
ッ
チ
 

の
恩
寵
の
 

厳
格
倫
理
 

主
義
に
妥
 

房
戸
（
 0
 （
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(134) 14. 

で こ ム る が た 座 で て 嫌時益 な 道糸 
的ト or ）・ ん Ⅱ 四 hy あ の 日恵 に 集 ど を に ど   
  を 、 団 の 行 発 も     

の 。 の 

て そ     Ⅱ が 

ほ の 

整 的   
要 状 
と 況 
す に 

る 展 
概 開 
念 す 

拘泥 @ メ 

  
が、 ジ 

あ ズ   

    
て 大 

教   

  
づ （ 
  
づ 

/- 
が Ⅰ 

て芝メる動 
  
-   力 で ィ國 

  
    

、
乳
 

占
プ
 



肝
 @
.
,
i
l
.
1
t
 

，
 A
 

：
「
：
 
レ
ソ
 ㌔
㍗
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぽ
し
 

  

あ
 

宗
 

こ
の
 ピ
ユ
 リ
タ
ン
伝
統
に
よ
る
偏
見
は
、
今
日
 で
は
「
 巾
 。
 毛
 音
曲
～
叶
の
に
左
右
さ
れ
る
 ヲ
目
 
り
の
の
」
（
 

3
 
@
 
 

）
 の
形
 で
 語
り
っ
づ
け
ら
れ
て
い
る
 

巧
 

 
 

ぬ
 

危
険
な
群
集
（
 審
曲
 の
の
）
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
 ピ
ュ
 
リ
タ
ン
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
を
持
つ
て
い
な
い
よ
う
 に
 見
え
た
。
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蝸
由
 に
よ
り
、
当
時
の
国
教
徒
、
非
国
教
徒
を
問
わ
ず
 非

難
を
 メ
ソ
ジ
ズ
ム
 
に
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
 0
 目
に
は
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
は
 

 
 

@
 

附
会
の
中
で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
的
操
作
や
組
織
 
に
よ
る
圧
力
操
作
が
、
「
大
衆
情
念
の
公
分
母
」
と
い
わ
 れ
る
が
、
前
駆
的
な
形
態
で
 

舐
 
は
あ
れ
、
 メ
ソ
ジ
ズ
ム
 の
情
緒
的
、
組
織
的
布
教
 が
 、
そ
う
し
た
個
人
の
機
械
化
を
庶
民
の
心
情
に
培
養
す
 る
 危
険
性
を
持
つ
と
い
う
 理
 

0
 
 
機
械
化
、
単
子
化
が
起
る
そ
の
傾
向
を
、
「
大
衆
 

社
 会
え
の
あ
ゆ
み
」
と
一
ま
ず
類
型
化
を
行
 

う
 こ
と
と
す
 

 
 

問
声
 

婁
ロ
 レ
タ
リ
ア
化
と
い
う
が
…
…
）
 
、
 ②
技
術
の
進
歩
 に
よ
る
大
量
生
産
と
伝
達
の
発
展
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
 を
 条
件
と
し
て
、
③
人
間
の
 

  

組 は   
の 資 
力 木 
に 主 

よ 義 
9 発 
左 展 
右 史 
さ の 

れ 典 
る 型 

無 的 
力 な 
な 形 
労 と 

倒 し 
著 て 

ホ 種 

ワ 史 
4 案 
ト に 

力 よ   
フ つ 
l て 

を 語 
中 ら   
と て 

す い 
め - の - 賃 
銀 こ 

営 め 

@ 動 よ 

者 ぅ 

層 な 
の ネ主 

会組 拡大 

（ 織 
松 の 

下 臣 
壮 大 
一 < ヒ 

6% ひこ 

人 件 
口 つ 

  
プ ① 

 
 

社
会
機
構
の
巨
大
化
は
、
ピ
ュ
リ
タ
ン
的
な
厳
格
主
義
 を
そ
の
ま
ま
の
形
 て
 
社
会
批
判
に
用
い
え
な
い
よ
う
な
 状
 沈
 む
 づ
 く
り
出
し
て
 

 
 

 
 

ゆ
く
。
産
業
革
命
を
境
に
し
て
、
産
業
的
段
階
か
ら
 独
 お
的
 段
階
 え
 、
構
造
的
に
も
機
能
的
に
も
英
国
資
本
主
義
 か
 
展
開
し
て
ゆ
く
状
況
 

  
の こ が と 

問 と 理 し 
題 が 性 て 

に む 的   

ひ つ に 矛 

き か ょ 盾   
つ い は た   行 う 扱ってむの の な コ はなか 体験 ろ 

ヨ み ろ 的 の   
'ij" レ Ⅰ " 
  

  。 緒 ろ 

  

こ 約 3 
の に か 

近 
げ よ ピ う 堂 。 

代 
的 
組 

ユリタ な疑問 とられ 

を た ン 

織 ョヒ と と 

の   昌 説比 
苛 昂 

題 
較す 示 @ こ 明し 

  

モ宗 i   
こ ， 情 は 

窩 四的か 緒 ろ 

    
ま Ⅰ ジ 

  
、個人 日田 ad@ と受 け 

目と E  るム 概 . 已 、 

  キ T" ィ P"   オ 。 

そ 
れ % 
な 故 
ら な 
ば ら 
  @ ま 何 

故 「 
に 大 

、 衆 
」 

  
ソ と 

いう ス い フ 云 卜 

笹木は を 日 ト 

  

  
  

概 また 市民 
ピ イ牛 ， 芭 . 
ユ に ヒ 

  

  

巨由 づ 0 三目 理性を含ん 

で、 Ⅰ リハ @ 田 Ⅰ 
ま，る 田 。 

てと 

;'l7'7@W 



 
 

 
 

                  ,-<@T-   
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が
 、
こ
の
偏
見
の
基
底
に
は
、
資
本
主
義
上
昇
 期
に
、
い
 ま
だ
独
立
自
営
的
体
制
を
保
ち
得
た
ピ
ュ
リ
タ
ン
が
 理
 想
 的
な
形
で
抽
象
化
し
 

た
 「
市
民
の
共
同
体
」
（
の
 
0
 日
日
ロ
 
3
 片
）
 

o
h
 
 

づ
 三
ま
い
 お
 る
い
は
山
色
の
巴
 
4
0
 
三
 き
が
由
の
日
）
の
神
話
が
存
在
す
る
 も
し
、
当
時
の
 ピ
ュ
 

リ
タ
ン
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
と
同
時
代
に
存
在
し
た
と
す
る
 な
ら
ば
、
こ
の
公
平
な
、
個
性
に
あ
ふ
れ
た
個
人
の
集
 ム
 
ロ
 体
も
、
そ
の
巨
大
化
し
 

つ
つ
あ
る
社
会
の
中
で
、
成
員
の
社
会
的
背
景
に
よ
り
 着
色
さ
れ
た
実
質
的
な
「
利
益
集
団
」
の
地
位
に
お
ち
 て
 し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
 そ
 

れ
ど
こ
ろ
か
、
 せ
 0
 ざ
き
 が
ふ
の
 
日
 自
体
が
、
究
極
的
に
は
、
 社
会
面
で
 昇
 る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
集
団
の
併
存
を
意
味
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
の
よ
う
な
 ピ
ユ
 リ
タ
ン
 的
 個
人
概
念
、
市
民
理
念
の
上
か
ら
は
、
理
想
的
な
 、
せ
 0
-
 
偉
 コ
田
 
曲
 Ⅱ
や
 か
 の
の
 

O
C
l
 

曲
｜
 

曲
 Q
 コ
は
 必
ず
し
も
利
益
集
団
の
概
念
と
一
致
は
し
な
い
 。
利
益
集
団
と
は
、
む
し
ろ
「
大
衆
社
会
」
的
状
況
に
 
お
い
て
使
用
さ
れ
る
 言
 

葉
 で
あ
っ
て
、
そ
の
集
団
内
の
成
員
は
、
共
通
利
益
 え
 の
 関
心
に
お
い
て
参
加
し
た
も
の
の
、
必
ず
し
も
組
織
を
 動
か
す
個
人
的
権
威
を
 

維
持
し
て
い
る
わ
け
で
忙
な
い
。
前
述
し
た
よ
 う
 に
 、
ぺ
 
0
 ぎ
 コ
 %
a
 
「
 
せ
 毬
の
 
Q
 ゑ
痒
ぎ
 口
が
個
人
の
集
り
で
あ
り
、
 市
 民
の
義
務
感
に
お
い
て
 

活
躍
す
る
「
無
色
で
公
平
な
」
組
織
で
あ
っ
て
も
、
 そ
 れ
が
個
人
の
共
通
関
心
に
も
と
づ
く
集
合
で
あ
る
限
り
、
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
存
在
 

と
な
り
、
質
的
に
完
成
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
「
 利
 益
 集
団
」
的
傾
向
 は
 も
つ
て
い
も
。
し
か
し
、
ピ
ュ
リ
 タ
 ン
的
 理
念
の
下
に
あ
っ
 

て
は
、
組
織
の
中
の
個
人
は
、
「
神
に
の
み
責
任
を
負
 ぅ
 の
で
あ
っ
て
、
共
通
利
益
を
目
的
と
す
る
集
団
の
中
に
 あ
っ
て
も
個
人
の
自
由
 

を
 維
持
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
究
極
的
に
は
、
 組
 織
の
力
も
 、
 神
の
「
正
義
 L
 の
発
揮
の
た
め
に
の
み
用
い
 ら
る
べ
 き
 も
の
な
の
で
 

あ
る
。
 

は
 上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
教
団
の
展
開
に
従
っ
て
 、
 俗
人
指
導
者
利
か
ら
監
督
制
度
に
移
行
し
た
、
 メ
ソ
ジ
 ス
ト
の
性
格
 は
、
 

わ
か
る
群
集
Ⅱ
大
衆
の
、
実
質
的
、
こ
の
世
的
利
益
を
 目
的
と
す
る
組
織
、
す
な
 ね
 ち
、
成
員
の
参
与
に
関
す
る
 自
発
性
は
認
め
る
に
し
 

て
も
、
あ
く
 迄
 、
こ
の
世
的
存
在
を
目
的
と
す
る
利
益
 集
団
に
み
え
た
。
 

す
た
 ね
ち
、
ピ
ュ
リ
タ
ン
的
個
人
概
念
を
、
世
俗
的
 個
 人
主
義
（
体
験
主
義
）
と
す
り
か
え
た
た
め
に
、
自
己
の
 利
益
の
追
求
と
な
れ
 

ば
 、
個
性
を
棄
て
て
ま
で
も
組
織
の
力
の
中
に
没
入
し
 よ
う
 と
す
る
傾
向
を
 、
メ
ソ
ジ
ズ
ム
 の
中
に
発
見
す
る
 の
が
以
上
の
立
場
で
あ
 



r@-"@@@ ",               
  

 
 

 
 

  

荻
 
沖
 
シ
ョ
ン
 
対
し
て
勝
利
を
占
め
な
け
れ
は
な
ら
な
い
 

0
 世
俗
的
性
格
を
理
解
す
る
必
要
 

、
、
、
 
力
 あ
る
」
 

（
 
5
 
3
 

）
  

 
（
中
略
）
教
会
か
こ
の
運
命
的
分
裂
を
さ
げ
る
こ
と
を
 希
 望
 す
る
前
に
 、
 デ
ノ
ミ
ネ
ー
 

 
 

規
準
た
る
個
人
概
念
の
、
組
織
え
の
屈
服
を
お
そ
れ
る
 余
り
に
、
 く
 0
 ざ
ま
 巴
ざ
 日
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

史
 
不
完
全
な
形
態
は
、
偏
見
の
分
裂
と
流
行
や
圧
力
，
 
え
の
妥
協
に
導
か
れ
る
と
警
生
口
を
発
す
る
こ
と
に
な
り
、
 
こ
の
か
み
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
 
u
 

教
 

窟
 
い
 う
 「
大
衆
宗
教
」
と
は
、
 反
 「
近
代
的
」
組
織
，
 
え
の
傾
向
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
あ
る
い
み
で
は
、
「
 近
代
化
」
の
否
定
面
、
「
 近
 
Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ヰ
 
@
.
.
 

ト
 
@
@
 

臣
 ・
 
p
7
 

  

派
 の
よ
う
に
、
中
間
上
層
（
英
国
）
や
上
層
（
ア
メ
リ
 力
 ）
の
利
益
集
団
化
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
宗
教
 団
体
の
「
こ
の
世
的
 展
 

（
 
4
 
ウ
り
 

）
 

開
 」
が
、
教
会
の
一
致
を
不
可
能
に
さ
せ
た
と
、
 ニ
｜
 バ
ー
は
嘆
く
の
で
あ
る
。
 

                                                                            " 沖 """ 。 宙 " 。 """' 峰 "" 幣 " 

衆 如 （ し 階つ 級て破 対 し二、 が派 の。 る 
の か に   に て l 二 集 こ 

こ し 利 し よ 、 バ l 会 の 

示教 なも 史 

に ㌔の 」 

世 

団 

を 
l 一 ア " ヵ よ 以   刑 政」 る 

共 の中 の直、事 威主 華の 通 

  
と 

か と 十 の 

の   
派こて 、 といの田 純美 領 嘆も 
長 は る 労 で 向 く 各 
者 、 。 働 あ ひァ し の 教 
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代
人
の
疎
外
」
の
面
を
ニ
ー
バ
ー
は
 、
 デ
ノ
ミ
 
不
｜
シ
 ョ
ン
 の
存
在
に
発
見
し
た
の
で
あ
る
 "
 

こ
の
ニ
ー
バ
ー
に
対
し
、
ニ
コ
ラ
ス
は
 メ
ソ
 ジ
ス
 ム
 の
 
「
大
衆
性
」
を
積
極
的
な
面
か
ら
み
よ
う
と
す
る
。
彼
に
 よ
る
と
、
宗
教
改
革
 

の
 精
神
の
展
開
と
は
、
「
す
べ
て
の
信
徒
の
使
徒
 権
は
 個
人
の
判
断
の
権
威
」
を
増
加
し
て
ゆ
く
と
い
う
事
実
に
 見
出
せ
る
が
、
そ
の
 最
 

も
 庶
民
的
な
形
を
 、
メ
ソ
 
ジ
ス
ム
や
ド
イ
ツ
 
教
虔
派
の
 
「
回
心
」
理
論
に
見
出
そ
う
と
す
る
。
彼
の
意
見
を
結
ぬ
 

調
 的
に
い
 う
と
、
 
「
リ
バ
 

-
6
 

て
 
3
 
）
 

ィ
バ
か
 は
根
本
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
個
性
主
義
（
 づ
 0
 お
 0
 目
ヒ
が
日
）
で
」
あ
っ
て
、
む
し
ろ
 

メ
ソ
ジ
 ズ
ム
は
 、
ピ
ユ
 リ
タ
ニ
ズ
ム
の
 

個
人
主
義
的
形
態
（
 ぎ
臼
丘
 宝
田
す
こ
い
 

n
h
o
 

ぺ
日
 

o
h
 

㌧
 蛋
ユ
 曲
肱
 日
 ）
で
あ
り
、
回
心
の
奨
励
は
個
人
の
「
自
発
性
 」
の
維
持
を
、
巨
大
化
 

す
る
社
会
機
構
の
圧
力
の
中
で
可
能
に
さ
せ
る
一
つ
の
 方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
ょ
う
と
す
る
。
 

ニ
コ
ラ
ス
の
立
場
か
ら
は
、
個
人
概
念
の
健
全
な
成
長
は
 、
む
し
ろ
数
多
く
の
教
派
の
併
行
的
独
立
に
み
ら
れ
る
 の
で
あ
り
、
「
一
つ
 

の
 教
会
」
の
存
在
は
 、
 単
に
聖
 と
 俗
の
対
立
の
危
機
を
 よ
び
起
し
、
の
の
 c
 二
 %
 ふ
 い
ヨ
 の
介
入
を
招
い
て
、
か
え
 っ
 て
 危
険
を
意
味
す
る
も
 

の
で
あ
っ
た
。
「
一
つ
の
教
会
」
は
神
字
的
理
想
で
あ
 つ
て
、
現
実
に
は
多
数
教
派
の
協
力
的
存
在
が
望
ま
れ
て
 @
 
Ⅴ
 -
 
る
  
 
"
 

ニ
コ
ラ
ス
の
こ
の
言
葉
を
裏
付
け
る
よ
さ
に
、
 

ェ
ド
ヮ
｜
 ス
は
 、
「
個
人
的
宗
教
え
の
福
音
主
義
の
す
す
め
は
（
 回
心
え
の
す
す
め
 

は
 ）
、
ベ
ン
タ
ム
学
派
の
自
由
主
義
者
が
、
個
人
の
能
力
 に
 信
頼
を
示
す
傾
向
と
相
似
し
て
い
る
が
、
既
成
教
 ふ
 云
え
の
反
抗
（
回
心
に
よ
 

る
 個
人
概
念
え
の
傾
向
）
は
、
国
家
や
社
会
の
 力
 に
対
 す
る
批
判
的
な
目
と
似
か
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
（
中
略
）
 
回
心
を
通
じ
て
努
力
 

-
7
 

3
 ）
 

す
る
救
済
え
の
願
い
は
、
・
・
・
・
・
・
彼
自
身
の
幸
福
を
考
え
、
 
そ
れ
に
到
達
す
る
各
人
の
自
由
を
保
障
す
る
原
則
と
な
 る
 」
と
い
つ
て
い
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
条
件
 づ
 ぎ
で
は
あ
る
が
、
今
日
の
我
国
の
 新
興
宗
教
に
も
普
遍
的
に
観
察
さ
れ
る
よ
 う
 に
、
そ
れ
は
 
理
性
的
に
整
理
出
来
 る
 

も
の
で
は
な
い
が
、
各
人
の
異
常
な
ま
で
の
信
仰
を
通
 じ
て
の
幸
福
え
の
願
望
は
、
そ
れ
こ
そ
個
人
概
念
の
情
緒
 的
に
高
揚
さ
れ
た
形
態
 

で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
回
心
の
自
由
こ
そ
、
「
近
代
社
 ム
 至
 
す
な
わ
ち
「
大
衆
的
状
況
」
の
中
に
も
個
人
の
自
由
 が
 存
在
す
る
こ
と
を
 証
 

萌
 す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

ニ
コ
ラ
ス
 や
ェ
ド
ヮ
 
ー
 ズ
 に
 ょ
 れ
ば
、
回
心
こ
そ
宗
教
 改
 革
の
庶
民
 層
 え
の
下
降
で
あ
り
、
ま
た
、
集
団
成
員
の
 自
発
性
を
示
す
証
拠
 

  



  

  

 
  
 

 
 

ぬ
 

階
層
に
適
合
す
る
教
会
え
の
出
席
（
出
席
が
逆
に
 彼
の
一
個
人
と
し
て
の
存
在
証
明
に
も
な
る
）
で
あ
る
こ
 と
も
、
さ
ぎ
の
ニ
コ
ラ
ス
の
 
u
 

 
 

 
 

宗
 

言
葉
を
支
持
す
る
も
の
と
な
ろ
 う
 。
 

  

-
 
㏄
）
 

繊
 

明
し
ょ
う
と
す
る
」
欲
求
が
、
体
験
主
義
の
形
で
存
 在

す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
個
人
概
念
 0
 

行
動
的
表
現
は
、
自
己
の
 

 
  
 

 
 

  

る 近代化の問題 

的 、 ヴ 配 」 い で 全 て 体 で 幸 め 要   ず 二 あ く か 、 駄荷 裾 に 協 な 

画 ィ め れ コ る 対 く 宗 の な の Ⅹ す コ る 
  デ 弱 修 ぅ 。 立 し 教主 お 内 「 ろ う も 

的 ッ 化 三 ス し て 租 帳 ぅ 容 こ は ス の 

行 ク で さ の て 三 職 を と を の ど は で 

動 と あ れ 由 い コ の 呵 す あ 福 薄 、 お 

のべ りる目 、 べ Q 
底 ヱ   
人 （ げ 現の 

  

」 
  

とが 、   里 内   的 容 

  忠誠 多数の の t)@ - 
あ 注 

と を   
と そ 、 が な 

  乱忍 

き め 

ネ る を こ 悪 の 的 織   l し つ と に 信 行 や 

も 、 ン と 

ョ に 
く も 対仰 偽 札 

かの オトド OC 日 「 そ り お す と で 会 
よ せ 七 の 、 ノ よ あ る る そ な の @ か 階 げ 大 概 ね い 圧 
白 め ら 層   る 衆 判 か こ カ 
己 中   り - 一 こ が を ち と に 

圧 力 あ i   と 、 集 う な 泌   で、 存在   に 白 田 ま 証 ず 
を 人 や は ナ， @ l 己 よ の れ す し 
証 衆 支 の と つ め 力 た た 屯   



  ws@wyyswy ・ @@@"@'Hi'-3 ，、     @'.;- ， ・ -;-<@ ・ / ・ ， @@< ， @@-@@. ， ", ・ @@J 、   、 @@                                         ・ " 甲                           @  *.@y  ,-@-  /  .t;  T@  T.  .,.rt  -@  iw@w-g@@ 

    
  

こ
の
よ
う
に
、
「
社
会
の
大
多
数
」
の
成
員
Ⅱ
大
衆
に
 基
礎
を
お
く
組
織
を
、
ア
ダ
ム
ス
の
言
葉
を
か
り
て
、
 
せ
 
0
-
 
仁
コ
ヰ
曲
 

Ⅱ
Ⅱ
 い
 の
の
の
 

C
i
 

｜
 

a
t
 
ぃ
 
o
 コ
 Ⅱ
 隼
臼
 0
 ロ
ぎ
 注
 い
 
0
 口
巴
が
 
日
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
 

ニ
 ー
バ
ー
の
案
ず
る
よ
う
な
、
組
織
と
そ
の
目
的
で
 あ
る
「
利
益
」
に
対
す
 

る
 個
人
の
服
従
（
呪
術
 圏
 え
の
あ
る
い
み
で
の
還
元
り
の
 可
能
性
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

い
わ
か
る
大
衆
的
な
づ
。
 三
コ
 
（
 
曲
 （
田
器
 き
 o
w
p
 

由
 o
 コ
 0
 組
 織
の
デ
 レ
ン
マ
は
、
上
部
の
権
威
と
、
一
般
成
員
の
権
 戒
め
 、
ど
ち
ら
の
 極
 

点
 に
重
点
を
お
く
か
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
「
組
織
 0
 機
能
性
は
 、
 ①
上
か
ら
の
支
配
 力
に
ょ
 り
、
②
一
般
 成
 員
の
平
均
的
参
与
に
よ
 

り
 、
決
定
さ
れ
る
」
と
い
う
二
つ
の
前
提
を
解
決
す
る
 
た
め
に
、
数
々
の
調
査
や
実
 馳
が
 

（
 
。
 ）
 行
わ
れ
て
 釆
た
 。
 英
 米
系
の
組
織
の
調
査
で
 

は
 、
通
常
、
組
織
の
「
理
想
的
」
形
態
と
し
て
、
幹
部
 

一
般
成
員
を
問
わ
ず
、
権
威
の
成
員
の
間
え
の
平
等
な
 分
散
を
最
も
機
能
的
と
 

答
え
る
者
が
多
い
が
、
同
時
に
「
現
実
的
」
に
は
、
 組
 織
の
目
標
の
情
緒
的
強
化
や
、
幹
部
の
強
力
な
指
導
が
更
 に
 機
能
的
と
考
え
る
 傾
 

向
 が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
 づ
 0
 ざ
目
 

d
p
 

手
 日
に
は
、
 個
人
権
威
え
の
肯
定
が
理
念
的
に
強
く
観
察
さ
れ
、
 必
 ず
し
も
、
「
大
衆
 社
 

ム
云
 
」
が
Ⅰ
 0
%
 守
 0
q
O
 

韻
伍
や
 0
q
 
ゆ
ゅ
口
 
w
N
 
い
曲
 
0
 コ
嵩
 目
 
の
 諸
概
念
に
よ
り
、
説
明
し
 き
 れ
な
い
こ
と
が
英
米
 で
は
理
解
さ
れ
て
未
て
 

い
る
。
 

結
論
的
に
は
、
「
近
代
化
」
は
、
個
人
概
念
の
成
立
の
 程
度
を
規
準
と
し
て
測
定
さ
れ
、
そ
の
理
念
の
組
織
的
 展
 開
は
 、
通
常
 &
0
 
コ
 日
 

日
 三
斗
 ざ
コ
 の
形
を
と
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
再
確
認
し
た
 い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
 又
 、
既
成
の
宗
教
地
盤
Ⅱ
地
縁
 社
会
の
崩
壊
と
共
に
発
 

生
し
、
移
動
す
る
人
口
を
再
組
織
す
る
た
め
に
参
加
を
 奨
励
す
る
「
誰
で
も
の
団
体
」
で
あ
る
と
い
う
か
み
に
お
 い
て
、
「
大
衆
の
宗
教
」
 

と
 規
定
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
 見
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
大
衆
の
も
っ
個
性
の
 力
 に
、
 お
 る
い
 み
の
再
評
価
を
与
 

え
た
っ
も
り
で
あ
る
。
以
上
の
い
み
で
は
、
ニ
コ
ラ
ス
 の
 い
 う
 よ
う
に
、
 n
-
 
の
笛
の
神
帝
ヨ
 
0
 発
展
し
た
欧
州
大
陸
 に
は
、
教
会
は
あ
っ
て
 

も
 デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
，
 ン
 は
な
く
、
ま
た
、
教
会
は
政
党
 と
 直
接
結
人
口
し
て
、
は
じ
め
て
の
 
e
n
 

三
銭
㌃
日
の
 

力
 に
対
 抗
す
る
様
相
を
示
し
て
 

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
環
境
で
は
、
近
代
的
 な
 「
政
教
分
離
」
は
文
宗
教
の
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 ブ
ラ
ー
ド
が
英
米
系
の
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輔
的
 資
料
の
上
に
た
ち
、
社
会
学
的
知
識
を
応
用
し
な
 が
ら
決
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
 断
 わ
る
必
要
も
な
い
が
、
 
そ
 

 
 

 
 

娃
 

れ
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
る
、
そ
の
類
型
の
歴
史
 背
旦
 尽
の
決
定
こ
そ
、
本
論
の
重
視
す
る
所
で
あ
る
。
 

 
 

教
 

 
 

 
 

宗
硅
 

  

 
 

知
木
 払
珊
 
で
は
、
ニ
コ
ラ
ス
の
い
 う
 Ⅰ
 e
 臣
 o
 日
田
口
 
が
由
 
0
 コ
 い
 主
の
日
の
「
自
発
」
性
、
お
よ
び
、
「
組
織
権
力
の
下
部
 
分
散
」
を
、
近
代
宗
教
史
上
 

荻
の
 、
教
団
類
型
論
・
の
規
準
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
 
興
味
を
覚
え
て
い
る
。
但
し
、
現
実
の
類
型
 ロ
 対
す
る
 批
判
は
、
調
査
に
 よ
 る
具
体
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我
国
の
よ
う
な
社
会
を
、
い
き
な
り
ニ
コ
ラ
ス
の
定
義
 に
 従
っ
て
 、
 Ⅱ
Ⅱ
が
の
曲
が
 

コ
 が
日
と
規
定
す
る
の
は
無
謀
な
 ，
 
」
と
で
あ
る
が
、
（
 第
 

一
に
わ
が
国
に
は
宗
教
改
革
や
、
宗
教
的
個
人
概
念
の
 存
在
の
有
無
さ
え
、
論
じ
つ
く
さ
れ
て
い
な
い
現
在
）
 、
 一
応
、
明
治
以
降
の
宗
 

数
 行
政
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、
常
に
世
俗
権
力
に
 ょ
 る
 宗
教
統
制
の
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
こ
，
 
ぇ
 戦
後
、
 俄
 か
に
外
か
ら
 

の
 権
力
に
よ
る
、
英
米
系
の
Ⅰ
の
 
目
 0
 日
 ぎ
が
 由
 。
臣
が
 
捷
日
の
 紹
介
が
あ
り
、
今
日
の
宗
派
乱
立
を
招
い
て
い
る
事
実
 を
 考
え
る
時
、
た
と
え
 

。
は
、
外
見
的
に
は
殆
ど
完
全
に
デ
ノ
ミ
不
ー
シ
ョ
ン
の
 

形
態
を
と
る
新
興
教
派
が
 、
 （
伝
道
の
努
力
を
省
略
す
る
 
こ
と
の
で
き
た
旧
来
の
 

題
 

と
す
る
そ
の
傾
向
の
中
に
、
わ
が
国
宗
教
界
の
 二
 重
 構
造
的
類
型
（
基
底
に
あ
る
い
み
の
 田
 r
a
 
の
（
 
団
 三
の
日
 、
 そ
の
う
え
に
前
者
を
破
壊
す
 

問
 
る
こ
と
な
く
、
年
の
 コ
 0
 日
ぎ
簿
 （
～
 

0
 目
が
由
の
日
を
お
お
い
 か
ぶ
せ
た
 
形
 ）
の
存
在
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
 は
な
い
か
。
そ
の
い
み
で
、
 

 
 

&
 
の
目
 
。
 
日
 三
津
 

p
o
 

ロ
約
存
在
の
育
成
が
考
え
ら
れ
て
い
る
 

 
 

社
会
と
比
較
し
な
が
ら
い
 う
 よ
 う
 に
、
こ
の
環
境
の
中
 で
は
、
産
業
の
展
開
は
即
ち
宗
教
離
反
を
意
味
し
て
い
る
 。
農
民
人
口
の
工
業
人
 

口
 え
の
転
換
は
、
教
区
か
ら
の
離
反
で
あ
り
そ
の
ま
ま
 世
 浴
主
義
え
の
参
加
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
為
に
今
日
 の
 カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
 社
 

全
学
 は
 、
こ
う
し
て
浮
動
す
る
人
口
の
教
会
内
え
の
 再
 定
着
を
問
題
に
し
て
展
開
し
て
お
り
、
教
区
内
人
口
を
 、
コ
 a
t
n
F
 

）
Ⅱ
 

田
的
ぺ
 
0
 偉
づ
セ
 
Ⅰ
 

偲
 h
 
の
の
 
結
 0
 臣
巴
窩
 0
 岸
づ
に
 分
割
し
、
あ
る
い
み
で
は
、
 そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
に
「
利
益
集
団
的
」
性
格
を
持
た
せ
 て
 、
各
自
の
関
心
に
 

従
っ
て
積
極
的
に
活
動
に
参
与
（
 つ
い
 
（
什
一
の
 

い
 
も
が
（
の
）
さ
せ
 

る
 よ
 う
 に
計
っ
て
い
る
。
即
ち
 
、
 n
 す
 r
 田
 
c
 田
げ
 日
の
環
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（
 l
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u
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（
 l
 
二
リ
 

Ⅰ
 ）
 

（
 7
 
1
 ）
 

（
 l
 
8
 
工
 ）
 

の
 ・
Ⅰ
㏄
 

u
l
 

コ
曲
 
Ⅰ
 
年
 一
二
づ
 プ
 の
円
け
 つ
い
ユ
 
。
 づ
 0
 （
（
 
プ
 0%
 お
の
り
 
ヒ
ま
へ
 
り
 浮
 一
つ
つ
・
 
ト
り
 
Ⅰ
Ⅰ
 ら
 

Ⅰ
・
 
呈
 
木
ぎ
 曲
 内
曲
 
ミ
 ズ
 %
 キ
彊
 0
 コ
 の
 o
f
 （
 
コ
の
由
ド
 
㌢
一
の
 ゴ
 の
 ロ
 ・
 
り
 

青
山
秀
夫
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
パ
ー
」
（
岩
波
新
書
）
一
五
 三
頁
 

 
 

 
 

一
五
二
ー
三
頁
 

0
.
 

㏄
（
・
 

@
 
コ
 （
 
0
 月
 
な
づ
 ゴ
 om
 干
 @
p
 
ロ
 @
 
三
 ㎎
 目
圧
 す
の
 ヨ
 0
 年
 @
n
q
 

コ
ヲ
己
 コ
 &
 Ⅰ
 で
つ
 
・
 
い
ト
 
Ⅰ
 け
 ㏄
 

文
部
省
「
宗
教
の
定
義
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
一
五
六
頁
 

ナ
由
 ・
 
ニ
オ
す
 
。
す
一
二
口
の
 
ヨ
 o
c
 
母
 り
せ
 ハ
 コ
年
ヰ
 
下
 0
 の
す
 

u
r
 

宰
の
の
は
一
つ
 

け
ド
 

文
部
省
「
外
国
に
お
け
る
宗
教
行
政
の
実
情
」
（
そ
の
一
）
 附
 録
 

力
 ・
 
宙
 ・
の
。
 
岸
い
け
 
一
二
円
お
コ
 
り
す
 ㌧
 0
 目
 ユ
り
巴
円
す
 
。
 仁
挿
 
す
（
 @
 
コ
 （
二
の
 
ト
 
つ
円
 
す
の
め
 コ
 れ
申
Ⅱ
 

せ
 二
つ
・
Ⅹ
Ⅹ
 
一
 
Ⅹ
 

の
 ・
 
憶
 ・
 
づ
す
 0
 ヨ
い
 の
 一
 ，
オ
キ
 雙
 0
 コ
ぎ
ン
 的
の
 っ
 Ⅰ
の
り
り
こ
下
「
 

乙
ヨ
 

の
す
㏄
 
ロ
 ・
㏄
（
二
の
し
 
ざ
 一
戸
（
の
 

幅
へ
曲
ユ
 

0
 づ
 0
 Ⅰ
の
 仁
岸
屈
 
Ⅰ
 の
 

）
・
 

r
.
 

ト
守
ヨ
の
 @
 ，
 勾
菩
四
 0
 コ
ぎ
 
下
田
芹
「
 已
 ぎ
の
 ハ
 （
 
一
 
0
 コ
，
ぎ
 
Ⅰ
 
0
 年
Ⅰ
 
コ
巴
 0
 （
㌧
 F
 下
ぃ
 コ
宙
オ
菩
窄
コ
 
一
づ
 三
 ・
 
ポ
コ
 （
・
（
 
ト
つ
俺
と
て
 
つ
 ・
 
ト
 ㏄
の
 
@
 ト
の
 
㏄
 

己
 ・
 
円
 Ⅰ
 
0
0
 

年
の
り
 

オ
 一
二
 % へ
 
。
富
の
神
㏄
づ
田
あ
り
す
③
 

勿
 C
 す
ニ
箕
 ひ
コ
 
宜
 ト
ヨ
 仁
コ
隼
 木
 T
 。
二
の
 
一
 
コ
ロ
の
 
へ
 之
の
宙
 
N
 の
ぎ
一
で
 
ロ
 ・
下
の
け
 

@
 の
い
 

の
 ・
㌧
・
二
曲
や
の
一
二
円
 

プ
 の
力
の
の
 
つ
 。
二
の
の
（
 

0
 ）
 コ
 年
年
立
ニ
 
%
 ず
ヨ
 馬
 一
で
で
 の
ド
 
Ⅰ
の
の
 

力
 ・
 
弔
 ・
㌧
 

a
r
 

コ
 の
の
 
一
，
ぺ
 0
 ヨ
 コ
 （
ド
 
ニ
 の
 ヨ
 -
 （
 
プ
 の
の
す
 廷
 お
す
の
の
㏄
コ
ロ
 
口
 の
バ
づ
っ
ぃ
 

Ⅱ
如
い
 

せ
迂
 ・
 @
 
コ
 の
下
「
万
ヰ
 

り
コ
年
 
0
 （
）
）
 

、
目
 （
 ト
の
 
下
旬
）
つ
つ
・
㏄
の
の
 

@
 の
㏄
 
 
 

）
・
「
・
 

ノ
年
曲
ヨ
ぷ
 ，
下
句
注
目
（
 0
q
 勺
 お
の
呈
の
 コ
，
、
ぎ
け
憶
 「
 
@
 り
二
日
 
曲
コ
 （
の
 
ロ
 ・
）
 
，
づ
 0
 的
串
す
の
「
 
ミ
く
 
の
 ノ
宙
 q
u
 
コ
い
 
の
 ，
 

二
 %
 の
二
幅
 
@
0
%
@
 

局
主
 @
 
内
す
の
「
同
年
 

仁
わ
 
ハ
 %
0
 
臣
 達
一
で
 ト
 ㏄
 べ
 

㏄
 ヱ
コ
 （
 
0
 コ
一
一
ヴ
 
@
 
口
一
つ
つ
・
㏄
 

り
の
 
f
 の
つ
 

最
近
で
は
、
社
会
心
理
学
年
報
（
一
九
六
一
）
 井
門
 
「
近
代
社
 会
 に
お
け
る
宗
教
の
心
理
と
論
理
」
参
照
 

「
社
会
学
辞
典
」
（
 
有
 斐
閣
）
「
近
代
化
」
 

之
 ざ
す
。
了
 
@
 ぎ
 ぎ
 一
つ
や
り
 
下
 
@
 い
 の
 

呈
 ・
同
年
 
毛
ハ
 臣
の
 @
 ，
キ
曲
浅
毛
 8
 市
 せ
，
 一
ヨ
・
）
 
婁
 ?
 

人
口
の
都
市
へ
の
移
動
の
統
計
図
が
あ
る
。
 

伴
我
 何
人
「
教
会
職
制
 史
 」
第
七
章
教
会
牧
師
の
恒
久
性
 

Ⅰ
・
㏄
。
 
廷
厨
 Ⅰ
Ⅰ
一
二
ト
 
コ
 *
 づ
円
 
Ⅱ
。
年
年
。
 

ヱ
 。
 コ
 （
 
0
 刃
の
目
 
め
 @
o
 
廷
の
の
。
 
住
 0
-
o
 

め
 せ
・
 
，
 @
 つ
・
 
ト
べ
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宗教史   におけ る 近代化の問題 
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メ
ソ
ジ
ス
ト
の
信
徒
層
の
研
究
は
 、
ヱ
 ド
ワ
ー
ズ
そ
の
他
の
手
 に
よ
り
詳
細
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
 

小
 自
営
業
者
、
小
役
人
の
 ほ
か
に
、
初
期
 

信
徒
は
多
く
が
、
鉛
管
工
、
織
工
、
大
工
、
な
ど
の
賃
銀
労
働
 者
に
多
か
つ
た
。
 

Ⅱ
・
ロ
レ
鰍
で
せ
一
二
戸
主
 

窒
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q
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毛
 の
の
 
厨
せ
一
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 韻
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 % 
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下
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ぎ
守
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 ～
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お
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甘
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 Ⅰ
一
和
（
 芹
ひ
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暖
 0
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e
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こ
の
点
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
文
献
は
 、
の
 ・
Ⅰ
の
 
臣
 テ
コ
の
 
ご
，
毛
 e
s
l
e
 

せ
 い
 の
の
 0
 り
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0
-
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め
抗
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0
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Ⅱ
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の
の
・
 し
一
ヨ
 
0
 コ
し
 @
 二
円
す
 
0
 つ
の
ド
リ
ア
 

0
-
0
 

幅
ぜ
 0
 （
（
 
ゴ
 0
 き
 ミ
宰
ゴ
 
0
 ロ
ガ
 （
 オ
 。
せ
 
@
 
セ
 ヰ
 -
 に
一
で
㌧
・
 

り
つ
 
Ⅱ
 @
@
 

な
お
、
の
（
 ぃ
毛
 （
 
o
r
 
年
一
 ，
 オ
 ③
目
的
 
ざ
 仁
の
 づ
 （
の
 
コ
 Ⅰ
 ぎ
い
 
の
の
 
コ
 （
 
u
r
 
せ
 o
h
 Ⅰ
 せ
ヨ
拐
 Ⅰ
 つ
ワ
き
リ
 l ㏄
に
は
、
 

メ
ソ
ジ
ズ
ム
 
を
 申
 L
 と
 し
て
プ
ロ
テ
ス
 

タ
ン
ト
讃
美
歌
に
あ
ら
わ
れ
た
人
間
中
心
主
義
の
傾
向
を
 、
詳
 細
な
図
に
し
て
発
表
し
て
い
る
。
 

「
社
会
学
辞
典
」
（
大
衆
社
会
の
項
）
 

た
と
え
ば
 
ミ
ヨ
ど
祭
 
㌧
。
毛
の
「
い
ま
の
，
 
困
こ
 了
の
 
ョ
ド
コ
一
，
こ
 
0
 コ
 臼
せ
 C
 （
 o
 毛
 Ⅰ
，
そ
し
て
 
ミ
オ
セ
 繍
で
・
 
，
 0
 お
の
 コ
 了
三
 @
0
 
コ
ミ
 リ
 コ
 ，
な
ど
の
、
 

一
連
の
大
衆
社
会
の
ぺ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
面
を
あ
つ
か
つ
た
 業
 績
を
参
照
に
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

オ
汀
す
 
a
r
 
Ⅰ
 之
鰍
サ
措
ゴ
 
（
 一
，
づ
ゴ
 0
 の
 0
 ユ
 巴
の
 0
 仁
 （
 り
 の
の
 0
 （
し
の
 コ
 。
 ヨ
ぎ
蚤
 0
 コ
巴
ず
ヨ
，
 一
の
す
 
る
つ
 ）
 蕊
 ・
事
実
的
な
、
宗
教
界
の
 階
 層
 化
に
つ
い
て
 

は
、
ミ
 ・
 
叫
 。
 手
 0
 お
 一
二
丁
。
 円
 
③
の
（
㏄
 

ヰ
圧
 
・
の
 
ヰ
ト
ア
 

0
 汀
 ・
古
名
，
・
や
口
 フ
テ
ィ
ン
（
後
藤
真
 諦
 ）
「
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
」
、
あ
る
い
は
 

 
 

「
地
位
を
求
め
る
人
々
」
な
ど
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
 

之
は
ヴ
仁
ゴ
 
（
 一
 @
 
ま
年
 一
丁
 ぃ
鍋
 

し
 @
c
e
 

せ
 @
 二
Ⅰ
㏄
 
田
ぃ
 二
 
%
0
 つ
一
コ
 

@
0
 
コ
 @
 
コ
ロ
コ
 幅
 -
p
 
二
ロ
二
ロ
・
 
ト
 つ
い
か
 ら
 め
 ニ
コ
ラ
ス
の
引
用
 

同
し
 
田
い
 Ⅱ
年
の
 
一
，
 Ⅰ
。
ゴ
 
ロ
韻
 e
 匹
 e
 セ
い
 二
年
（
 
す
 e
 Ⅱ
㏄
 
円
 
二
の
 e
 二
円
仁
Ⅱ
 

ド
 ニ
・
 つ
 ・
 
ト
 ㏄
㏄
 

 
 
 
 
 
  
 

巨
ヨ
 0
 三
打
 ぎ
田
一
 ㌧
 っ
 ・
び
り
 

@
 
も
 参
照
の
こ
と
 

 
 

セ
崔
ざ
ゴ
漆
 ㏄
 0
 二
の
 
ヨ
ド
コ
一
，
の
ヨ
 
の
二
づ
。
 
毛
ヰ
ぎ
 
害
 い
 の
の
の
。
 
宙
注
 

で
 ・
の
 
つ
 ?
@
 
㏄
 ト
 

、
 （
 
す
 の
 す
 い
の
 
ざ
宙
 い
年
 
ざ
 @
0
 
コ
 0
 （
 レ
ヨ
 0
%
n
p
 

コ
の
 o
n
 
は
 （
 
甘
 1
.
 
㏄
（
の
 
お
 Ⅱ
 
0
0
 

田
の
し
の
 

ヨ
 。
 り
 Ⅰ
の
 
り
せ
 
-
 片
 
Ⅰ
の
 
e
 ヰ
コ
 
し
 。
で
 
0
 コ
 0
 メ
 っ
へ
 
㏄
の
の
 

ら
 二
 "
-
 

百
口
 

ム
 
ゼ
一
 

山
岸
 

a
-
-
 

の
 日
 -
 か
 Ⅱ
 e
 
然
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一
曲
り
角
に
来
た
宗
教
哲
学
 

目
木
の
宗
教
的
状
況
 

一
般
に
実
証
的
研
究
が
い
ち
じ
る
し
く
進
出
し
て
、
哲
学
 

的
 研
究
が
後
退
し
て
い
る
の
が
戦
後
日
本
の
特
色
の
 

一
 つ
で
あ
る
。
宗
教
の
 

研
究
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
実
質
的
に
も
、
 

か
っ
て
西
田
、
波
多
野
両
氏
が
到
達
し
た
水
準
を
ぬ
 

く
 ほ
ど
の
体
系
的
（
ま
た
 

「
哲
学
的
」
）
な
宗
教
研
究
が
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
 

な
ぜ
 
だ
 る
 ぅ
か
 
。
 へ
｜
 
ゲ
ル
が
は
じ
め
て
名
づ
げ
た
と
い
 

ぅ
 「
宗
教
哲
学
」
は
 

、
 

宗
教
の
一
般
概
念
、
そ
の
本
質
規
定
、
そ
の
真
理
性
の
 

探
究
を
そ
の
課
題
と
す
る
と
い
わ
れ
る
。
伝
統
的
理
解
に
 

し
た
が
え
ば
、
そ
れ
は
 

一
方
で
経
験
的
乃
至
は
実
証
的
研
究
、
す
な
わ
ち
諸
宗
教
 

お
よ
び
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
生
活
の
史
的
・
社
会
的
・
 

心
 理
学
研
究
と
直
別
さ
れ
 

る
 。
ま
た
一
方
で
は
特
定
宗
教
の
内
容
に
関
す
る
体
系
 

的
 記
述
（
広
義
の
神
学
）
方
法
と
も
区
別
さ
れ
る
。
（
 

註
 一
）
此
の
い
わ
ば
経
験
 

ぱ
 科
学
と
神
学
と
の
中
間
に
立
つ
「
宗
教
哲
学
」
が
 

、
 は
た
し
て
学
問
的
研
究
で
あ
り
 

ぅ
 る
の
か
、
そ
し
て
 

意
 味
 の
あ
る
発
言
を
な
し
得
る
 

 
 

 
 

 
 

一
 
い
曲
㍗
一
一
山
一
一
一
一
一
一
一
 

%
 河
 一
一
一
一
 

 
 

い
も
の
で
は
な
し
そ
れ
 

力
 
の
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宗
教
哲
学
に
つ
い
て
 

石 

 
 

井
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「
宗
教
哲
学
」
は
後
退
し
た
が
、
宗
教
研
究
そ
の
も
の
は
 た
し
か
に
前
進
し
た
，
神
字
的
研
究
、
史
的
研
究
ま
た
 経
験
科
学
の
諸
分
野
 

に
 ち
 、
戦
前
よ
り
は
る
か
に
精
密
な
研
究
が
、
宗
教
の
 諸
現
象
、
ま
た
個
々
の
宗
教
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
ぎ
た
。
 宗
教
が
現
存
し
て
い
る
 

か
ら
だ
。
な
る
ほ
ど
西
欧
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
生
活
 に
 宗
教
が
今
日
も
生
き
て
、
彼
等
の
価
値
観
に
決
定
的
な
 影
響
を
お
 ょ
 ば
し
て
い
 

る
 現
状
に
く
ら
べ
る
と
、
日
本
国
民
全
体
が
す
こ
ぶ
る
々
 示
教
 に
紬
 関
心
だ
と
い
わ
，
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
一
部
 
の
 イ
ン
テ
リ
が
 、
意
 識
 
-
 

酌
 ま
た
無
意
識
的
に
断
定
す
る
ほ
ど
日
本
の
宗
教
は
佃
 力
 で
な
い
。
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
伝
統
的
教
義
に
 よ
 る
 信
心
で
は
な
い
か
も
し
 

れ
な
い
が
、
生
き
た
ェ
イ
ル
ギ
ー
と
し
て
働
い
て
い
る
 か
ら
で
あ
る
，
明
治
神
宮
は
今
年
の
元
旦
に
一
八
①
万
の
 き
 話
者
を
動
員
し
た
。
 

石
川
達
三
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
群
集
の
な
 か
に
埋
没
し
て
孤
独
の
魂
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
 ぅ
 。
東
本
願
寺
の
 セ
五
 

0
 年
 遠
忌
は
、
一
五
 0
0
 

万
の
入
 

員
 と
十
数
億
の
財
力
 を
 動
員
し
た
。
こ
れ
は
「
観
光
ブ
ー
ム
」
に
乗
じ
た
と
い
 ぅ
 こ
と
に
な
る
の
 で
 ろ
 

ぅ
か
 。
ま
た
「
新
興
宗
教
」
が
 五
 ①
 0
 万
の
信
徒
を
擁
 し
て
い
る
。
彼
等
は
自
発
的
に
教
団
に
参
加
し
、
そ
の
 信
 条
 に
し
た
が
つ
て
生
 き
 

て
い
る
積
極
的
な
信
徒
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
社
会
的
、
 経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
社
会
現
象
で
あ
ろ
 ぅ
 0
 巨
大
な
 ェ
 ネ
ル
ギ
 

｜
 を
も
つ
集
団
で
は
な
い
か
。
私
が
石
川
氏
に
問
い
た
 だ
し
た
い
の
は
、
な
ぜ
孤
独
な
現
代
人
が
明
治
神
宮
の
群
 実
 に
吸
収
さ
れ
る
の
だ
 

ろ
 う
か
 。
な
ぜ
そ
の
他
の
群
集
で
は
い
け
な
い
の
だ
 る
 ぅ
 。
な
ぜ
本
願
寺
が
こ
れ
ほ
ど
の
人
と
金
を
集
め
る
こ
と
 が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
 

本
願
寺
に
か
こ
つ
け
れ
ば
、
観
光
も
散
財
も
是
認
さ
れ
 る
か
ら
で
は
な
い
か
。
孤
独
や
観
光
ブ
ー
ム
な
ど
の
 心
理
的
動
機
、
経
済
的
 

貧
困
や
社
会
不
安
な
ど
の
要
因
は
 、
い
 づ
れ
も
要
因
に
 ち
が
い
な
い
の
だ
が
、
決
定
的
要
因
が
っ
ぎ
と
め
ら
れ
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 

。
 
た
 

。
は
た
し
て
「
宗
教
」
や
「
先
荷
」
を
ぬ
ぎ
に
し
て
 そ
れ
が
つ
ぎ
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
宗
教
」
は
史
的
・
 
心
理
的
・
社
会
的
要
素
 

の
ょ
せ
 集
め
と
し
て
、
「
宗
教
」
以
外
の
も
の
に
解
体
 さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
つ
く
さ
れ
る
の
だ
 る
 向
か
 。
そ
れ
と
も
「
宗
教
」
 

は
 独
自
の
も
の
（
の
三
拍
の
 

コ
 の
 q
@
 

の
 ）
と
し
て
、
独
自
の
 ゲ
 ン
ユ
 タ
ル
ト
、
独
自
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
も
つ
も
の
な
 め
 だ
 る
ぅ
か
 。
こ
の
 倹
 

討
は
宗
教
哲
学
の
課
題
で
あ
る
。
 

伝
統
的
宗
教
（
仏
教
諸
派
、
神
道
諸
派
）
の
ほ
か
に
、
 キ
 リ
ス
ト
 教
 、
ま
た
「
新
興
宗
教
」
 や
 、
さ
ま
ざ
ま
の
 民
 間
 信
仰
の
氾
濫
し
て
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宗教哲学について 

る る で に い 立 有 い   
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研
究
の
推
移
 

こ
こ
に
実
証
的
研
究
と
い
う
の
は
、
史
学
的
、
社
会
学
 的
 、
心
理
学
的
 話
 研
究
、
ま
た
或
る
意
味
で
そ
れ
ら
の
 綜
 合
 を
こ
こ
ろ
み
る
 文
 

化
人
類
学
の
方
法
を
ふ
く
め
る
。
そ
う
し
て
宗
教
学
（
 オ
ニ
ぃ
雙
 
。
 己
 き
の
の
の
 

口
お
ぽ
 
p
H
 

Ⅰ
）
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
方
法
 

を
 援
用
す
る
い
わ
ば
 総
 

合
 的
経
験
科
学
で
あ
っ
た
。
此
の
比
較
的
 新
 ら
し
い
 学
 問
は
 、
し
か
し
 W
.
C
.
 
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
す
で
に
三
つ
 0
 段
階
を
経
て
現
在
に
 

お
ょ
 ん
で
い
る
と
い
う
。
（
 ，
註
 
）
 

佳
毛
 ・
 
0
.
 
 

の
 ヨ
 @
 
（
 
す
，
の
 
0
 ヨ
 ㌧
 ヰ
ロ
 
ま
お
方
キ
 彊
 。
二
毛
三
目
の
 
「
。
 

p
 コ
 宙
も
く
 
ゴ
 Ⅰ
 ，
 （
 
ぎ
目
 ・
 し
 す
 い
 
Ⅰ
の
 
，
づ
 す
の
二
才
（
 

0
 
（
Ⅰ
。
 
日
勾
臼
 
@
 
拍
 @
0
 

目
ダ
Ⅱ
の
の
り
Ⅰ
 

@
 
臣
 

プ
ミ
ミ
せ
、
円
 

～
）
 

o
u
-
p
 

ぬ
 
一
）
 

、
 
・
 P
 
の
の
の
）
 

Ⅰ
 
へ
｜
 ス
テ
ィ
ン
グ
ス
の
 E
,
R
.
E
 は
第
一
期
の
研
 完
成
果
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
 

こ
こ
で
は
研
究
者
 

は
 、
宗
教
を
外
側
か
ら
客
観
的
に
観
察
 L
 よ
う
 と
す
る
 態
度
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
ま
た
彼
等
は
シ
ン
ボ
ル
、
 教
 義
 、
祭
儀
な
ど
の
個
々
 

の
 与
え
ら
れ
た
宗
教
現
象
を
取
り
上
げ
、
そ
の
構
造
ま
 た
 一
般
概
念
を
求
め
た
。
彼
等
が
忘
れ
て
い
た
の
は
、
 そ
 れ
ら
が
宗
教
に
ふ
く
 さ
 

れ
る
或
る
部
分
で
あ
っ
て
宗
教
そ
の
も
の
で
な
 い
 こ
と
、
 し
た
が
っ
て
そ
の
成
果
が
宗
教
そ
の
も
の
に
接
近
す
る
 予
備
的
研
究
で
あ
る
と
 

い
う
こ
と
だ
つ
た
。
そ
う
し
て
宗
教
が
人
間
の
き
わ
め
て
 パ
ー
ス
ナ
 ル
 な
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
た
め
に
宗
教
 的
 生
活
の
生
態
（
 ェ
コ
 

ロ
ジ
ー
）
が
さ
ら
に
立
入
り
て
つ
ぎ
と
め
る
必
要
を
自
覚
 す
る
に
至
っ
た
。
 

モ
 
宗
教
は
、
と
く
に
そ
の
当
事
者
の
み
が
理
解
し
 ぅ
る
 内
容
を
も
っ
。
そ
こ
で
た
と
え
ば
仏
教
の
研
究
は
 、
仏
 教
徒
に
よ
っ
て
書
か
 

れ
る
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
 な
 ぜ
な
ら
宗
教
的
経
験
は
・
所
与
の
ざ
と
し
て
観
察
し
 
つ
く
せ
な
い
。
む
し
ろ
 

ニ
 
実
証
的
研
究
と
宗
教
哲
学
 

旺 
イむ   
た と 

。 え   
れ キ 
@" し l Ⅰ 

つ シ 

い タ   
は の 

古 式 
里子 ろ 
清 グ 
人 l 
氏 プ 

まは え @ - " 
田 三 
北 O 
耕 O 
他 年 
氏 の 
の 溝 
折伏 
究時 
が 代 
あ に 

る、 。 カ 

  
  
  
  
的   

信仰 

内 
容 
  
全 
  
喪 
失 
  
  
低 
俗 
九よ 

民 
『 堤 

信仰 

  
転 
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以
上
は
ス
ミ
ス
の
記
述
を
や
や
拡
大
し
て
繰
返
し
た
も
 の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
比
較
宗
教
史
の
展
開
と
と
に
宗
教
 研
究
が
新
ら
し
い
 ダ
 

ペ
 
イ
 ナ
ミ
ッ
ク
な
統
一
概
念
を
目
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
 示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
宗
教
哲
学
の
新
ら
し
い
地
盤
が
 み
ら
れ
る
。
 

 
 つ

 

 
 

 
 

起
原
の
問
題
 

 
 

 
 

%
 
 

経
験
科
学
が
宗
教
の
研
究
に
着
手
し
た
と
 き
 、
 と
 
く
に
そ
の
手
が
か
り
と
し
た
の
は
宗
教
の
起
原
の
問
題
 で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
宗
教
が
ひ
 

完
成
立
す
る
必
要
条
件
を
 

教
 

つ
 ぎ
と
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 宗

教
の
本
質
を
と
ら
え
得
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
 。
（
 
珪
 ）
そ
の
予
想
に
し
た
が
 
簗
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身
を
挺
し
て
そ
の
中
へ
参
加
す
る
こ
と
（
こ
れ
を
実
存
 的
と
い
つ
て
も
の
 コ
ゆ
嶺
 日
当
 由
 と
い
つ
て
も
よ
い
）
を
 要
求
す
る
。
ま
た
個
々
 

の
 現
象
を
信
仰
者
の
生
活
の
ま
と
ま
り
の
な
か
で
具
体
 的
に
了
解
す
る
こ
と
を
 迫
 ま
る
も
の
が
あ
る
，
こ
 う
 い
 う
 要
請
は
宗
教
の
生
態
を
 

ょ
 9
 具
体
的
に
ま
た
精
密
に
と
ら
え
る
効
果
を
あ
げ
る
 と
と
も
に
、
か
つ
て
安
易
に
組
織
さ
れ
た
宗
教
の
体
系
的
 理
解
を
引
き
裂
 き
、
そ
 

の
 統
一
的
理
解
を
困
難
な
ら
し
め
る
に
到
っ
た
。
 

三
 、
以
上
の
推
移
を
 、
 個
々
の
宗
教
へ
の
よ
り
現
実
的
、
 具
体
的
接
近
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
 が
 、
研
究
対
象
で
あ
 

る
 宗
教
自
身
の
要
求
に
近
づ
い
て
い
く
方
向
を
示
す
か
 ら
で
あ
る
。
か
っ
て
非
人
間
的
な
・
 岸
 と
し
て
観
察
さ
れ
 た
 宗
教
的
現
実
は
 、
す
 

ぐ
れ
て
人
間
的
関
わ
り
と
し
て
統
一
的
に
と
ら
え
ら
れ
 

ば
ら
ば
ら
に
と
ら
え
ら
れ
た
宗
教
現
象
は
、
宗
教
的
 
「
生
の
座
」
（
 
ま
 （
 
N
 目
 

L
e
 
ヴ
 0
 
コ
）
に
位
置
づ
げ
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 の
だ
。
こ
う
し
て
研
究
の
結
果
は
、
も
は
や
教
団
体
 の
 好
奇
心
に
富
ん
だ
人
々
 

に
の
み
情
報
を
提
供
し
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
 同
 時
に
そ
れ
は
、
そ
の
宗
教
に
属
す
る
信
仰
者
に
伺
っ
て
 伍
 
巾
 ら
れ
、
彼
等
に
よ
っ
て
 

も
 納
得
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
 ち
 。
さ
ら
に
ま
た
同
様
 の
 研
究
方
法
に
 よ
 る
別
の
宗
教
の
研
究
成
果
と
互
に
対
話
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

と
い
う
 新
 ら
し
い
期
待
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
 と
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
心
地
域
的
集
団
が
、
よ
り
開
か
れ
 
た
 国
民
生
活
へ
 -
 
開
放
さ
 

ね
 、
さ
ら
に
国
境
を
越
え
て
異
種
の
文
化
圏
が
親
し
く
、
 ま
た
頻
繁
に
交
流
す
る
世
界
の
変
化
に
応
ず
る
も
の
と
 い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

か
く
し
て
諸
宗
教
が
、
相
互
の
理
解
と
と
も
に
、
そ
れ
 ぞ
れ
の
純
粋
化
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
 

牡
 
宗
教
研
究
の
歴
史
を
別
の
面
か
ら
 

J
.
 ワ
，
 ハ
が
 円
汀
 の
 0
 
き
つ
い
 
へ
い
 
（
了
の
の
（
目
色
 

セ
 。
日
オ
 
0
 
目
 旧
 。
コ
ダ
 
ト
 
つ
り
㏄
が
要
約
し
て
い
 

 
 



       
 

 
 

え
ば
、
宗
教
は
ア
プ
リ
オ
リ
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
 

ま
 
た
そ
れ
自
身
独
自
の
も
の
の
 

口
 
山
岨
 

9
%
 

（
～
の
で
も
な
い
。
 

宗
教
以
外
の
諸
現
象
が
 

よ
 
せ
集
め
ら
れ
て
突
如
と
し
て
宗
教
が
成
立
す
と
い
う
 

仮
設
に
し
た
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
恐
怖
 

や
 
満
た
さ
れ
ぎ
る
願
望
な
 

 
 

 
 

 
 

っ
 
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
 

註
 
）
 

註
の
 
・
 
く
ぃ
臣
 

Ⅰ
 
ひ
 
Ⅰ
 
い
ひ
 

e
 
年
毛
 

・
 
い
ぎ
田
 

む
す
Ⅰ
 

年
コ
幅
ぎ
年
鰍
 

㌧
 
オ
ぃ
 

。
 
臣
 
0
 
ヨ
 
0
%
o
-
o
 

幅
 
@
 
の
宙
の
「
勾
の
ま
ぬ
 

@
0
 

臣
 
・
 
ト
の
 

㏄
の
・
の
・
の
（
 

し
た
が
っ
て
起
原
が
問
題
と
な
る
の
は
、
時
間
的
と
い
 

う
よ
り
は
む
し
ろ
「
理
解
の
順
序
」
（
 

せ
の
 

Ⅰ
の
 

t
a
 

コ
日
 

ず
 
甘
の
技
 

乱
 
0
 
コ
 
ヰ
 
の
仔
の
）
に
つ
い
 

て
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
の
成
立
条
件
を
見
出
す
こ
と
に
 

し
ぼ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
佳
木
氏
の
「
日
本
の
新
興
宗
教
 

」
で
は
、
経
済
的
、
政
 

治
的
 

貧
困
に
す
べ
て
の
条
件
が
還
元
さ
れ
て
い
る
ご
と
 

い
 
。
此
の
中
で
病
気
は
、
「
社
会
保
障
制
の
空
白
 

二
 
な
 
現
 
く
で
あ
る
。
（
 

註
 
）
信
徒
の
入
信
動
機
は
、
病
気
、
貧
困
、
 

状
 
に
お
い
て
は
、
 

げ
 
つ
し
て
単
に
医
学
的
現
象
で
は
な
 

家
庭
不
和
が
圧
倒
に
 

多
 

い
 
，
小
市
民
の
経
済
生
 

活
の
破
壊
を
意
味
す
る
。
家
庭
不
和
も
ふ
く
め
て
、
 

こ
 
れ
ら
動
機
は
現
代
社
会
の
ひ
ず
み
に
由
来
し
、
そ
こ
に
々
 

不
 
教
の
成
立
す
る
必
要
条
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宗教 哲宇は ついて 

件
 が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

註
佳
 木
秋
天
「
新
興
宗
教
」
一
九
六
 0
 

こ
 う
 い
 う
 推
定
の
誤
謬
に
つ
い
て
少
く
と
も
二
つ
の
点
 を
 指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

一
 、
か
り
に
芸
術
の
制
作
を
理
解
し
評
価
す
る
場
合
を
考
 え
て
み
よ
う
。
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
は
彼
の
精
神
が
正
常
 か
 否
 か
は
問
わ
な
い
。
 

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
金
の
た
め
に
「
罪
と
罰
」
を
 書
 い
た
か
ど
う
か
は
第
二
義
的
の
こ
と
で
あ
る
。
人
は
権
力
 欲
 や
そ
の
他
の
満
た
さ
 

れ
 ぎ
る
欲
望
か
ら
多
く
の
制
作
を
完
成
し
た
。
し
か
し
 そ
れ
ら
の
動
機
や
諸
条
件
は
、
作
品
の
意
味
と
価
値
と
に
 つ
い
て
は
何
の
関
係
も
 

な
い
。
ゲ
ー
テ
が
い
つ
た
よ
 う
 に
、
作
家
が
何
を
食
 っ
 た
か
は
、
作
品
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
だ
。
 
一
 
・
無
知
は
信
心
の
母
」
 

（
ヒ
ュ
ー
ム
）
で
あ
る
に
し
て
も
、
 

窩
知
と
 信
心
と
を
 同
 一
規
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

二
 、
無
知
や
貧
困
や
恐
怖
が
宗
教
と
並
立
す
る
こ
と
は
 断
言
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
決
定
的
な
要
因
だ
と
ど
 さ
し
て
舌
ロ
 い
レ
 
Ⅰ
 ノる
だ
 

ろ
 う
 。
佳
木
氏
は
社
会
保
障
制
度
の
あ
る
国
な
ら
人
々
 は
 宗
教
に
問
わ
な
い
で
現
実
的
建
設
に
向
う
と
い
う
が
、
 そ
れ
は
氏
の
臆
測
に
す
 

ぎ
な
い
。
恐
怖
や
願
望
や
そ
の
他
の
宗
教
以
外
の
要
素
 が
 、
ど
う
し
て
突
如
宗
教
に
転
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
 い
 ず
れ
に
し
て
も
宗
教
を
 

宗
教
以
外
の
要
素
の
気
ま
ぐ
れ
な
構
成
体
と
み
な
し
、
 古
 
示
教
 を
 。
 
て
れ
 以
外
の
要
素
に
還
元
 し
ぅ
 る
と
い
う
独
断
は
 さ
ら
に
綿
密
な
検
討
を
 

要
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

投
映
誼
 

恐
怖
や
欲
求
不
満
が
宗
教
の
成
立
条
件
と
見
な
す
者
は
、
 宗
教
の
表
象
内
容
を
願
望
そ
の
他
の
主
観
的
 投
 映
だ
と
 推
定
す
る
，
す
で
に
 

ク
セ
 ソ
フ
ァ
ー
ネ
ス
は
信
仰
の
対
象
で
あ
る
超
越
者
の
 表
象
が
、
こ
と
ご
と
く
現
実
世
界
の
投
映
に
す
ぎ
な
い
，
 」と
を
見
抜
い
て
い
た
。
 

信
仰
は
好
ん
で
異
質
の
次
元
に
属
す
る
彼
岸
の
消
息
を
五
 幅
る
が
、
実
際
に
は
彼
等
の
生
き
る
世
界
を
、
ま
た
現
実
 世
界
を
い
わ
ば
 裏
 反
し
 
 
 
 
 
 
 

て
 語
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
等
は
史
的
、
社
会
的
現
実
を
 少
し
も
超
え
て
は
い
な
い
の
だ
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
ら
 表
 象
の
す
べ
て
は
、
世
界
㏄
 

内
の
諸
要
素
に
還
元
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
宗
教
は
人
 間
の
空
想
的
所
産
で
あ
り
、
就
中
恐
怖
や
困
窮
、
欲
求
不
 満
の
空
想
的
解
決
の
手
㌻
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下
，
 

 
 

 
 

段
 
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
澄
明
さ
れ
る
。
こ
の
通
俗
 

曲
解
釈
に
対
し
て
次
の
二
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

一
 
、
宗
教
の
表
象
は
、
そ
の
ま
ま
実
体
化
さ
れ
て
意
味
を
 

も
つ
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
す
な
 

ね
 
ち
、
表
象
 

が
そ
れ
自
身
を
超
え
 

 
 

 
 

 
 

と
そ
の
発
生
の
過
程
を
論
ず
る
こ
と
は
、
根
本
的
な
重
 

要
 
な
も
の
を
見
逃
し
て
い
る
と
 

い
 
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

 
 

軽
 
㌧
・
 

つ
 
ぎ
ざ
 

ダ
 
の
 
セ
 
の
 
に
ヨ
 

㌢
ざ
 

り
 
二
の
 

0
 
ざ
幅
せ
 

・
 
ド
 
-
 
づ
 
・
㏄
Ⅰ
㏄
 

千
手
観
音
や
聖
母
の
像
は
、
芸
術
家
の
創
作
で
あ
り
、
感
 

性
的
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
ら
ず
し
て
は
 

開
 
示
さ
れ
な
い
実
在
の
 

次
元
を
開
示
し
 

ぅ
 
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
 

れ
は
「
直
接
経
験
に
よ
っ
て
は
明
証
で
き
な
い
実
在
の
諸
 

相
 
と
世
界
の
構
造
を
示
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宗教哲学について 

人 て 室 つ 自 信 教 る 信 が 
  間 は は て 身 仰 に 信仰 咄 家 
の 、 教 い の 主 上伸 者 ら 教 
理 ど 団 る 救 治 つ 者 は か 哲 
解 う な か を の の は 、 に 学 
の で 起 ら 求 全 で 存 弥 し の 

可 も え で め 体 な 在院 た 研 

    究 能 対象 性をよいこ て、開 ある。 彼 ろ 。 のなか く、「 したた の本願 に よう 

予 と ら と は に 神 め を 、 は 
神 

想 しのれろ なかこ土左のし 死 るこが 信宗 じ教 「 宗 学 
て だ た が の た 教 と 

古 ' 丁 ・。 しの 。無世界いる 「家 問題 ろ う とば 一般と 、 ア し ょ 、 。 、お大 
に 益 す 教 （ 。 キ ル 節 い 体 

教 
ララ千 的理 ちがい 糸 なこと なわち 哲学」 （ o 汀 信 だが リスト ーは タ さまを 概念 ぅ 単 

な で理 は 簗 仰 」 、 信 は 解 
い お性 、 コ 者 に 「 じ 無 で   

い つ に ッ り れ 

ンし 的 て えも） " 知の う と土 ト " は 
に 理 理 試 問 宗 い つ や 単 寮 
書 癖 解 の 顕教 つ 、 キ な 教 
え に さ 体 に 一 て そ り る の 
ば う れ 系 と 般 い れ ス 柚 木 
ア つ る で ら の る 似 ト 家 賃 
ナ た こ お え 構 の 外 の 概 概   
l ら 末 と " " た り を す 求 

、 ン ね め を 百 本 し 得 信 ぎ め 

ょ、 に る ス 。 ぅる る。 やめ の 己 質概 力 ひ こ 、 力し よ、 て じ Ⅰ 尤 

属 こ し な 余 念 宗 」 い 。 し 
す と か い 存 を 教 と る 具 か 
る と し 。 在 求 は 告 。 体 し 

的 す   
で ば は 発 げ の や た 教 清 に 実証 け 、そな 信仰 言は てそ でな 信条 レ o 」を のな 約諾 者に信仰ればの 由 れと くて や押 タ ー 信じ 力 、で 
な 容 と 者 関 、 話 は て は 研 
ら は っ 乃 わ 彼 や 宗 い 、 究 

33 ( Ⅰ 5;53) 

く （ す 
韓註 こ テ も 

      と ィ の 

も ま り 」 
ワヨ で ッ を 

    表 （ 

り ヰざ ㌧ ま % 家 ヱ 
  も よ り 

シ ア 
コの   / l 
り ウ @ ヨ   ボ デ   
つ い 。   
P ヨ と （ 註 

し こ 

ついⅡ トト い -@ ヒ % ト ・ １ 

て 

    
せオ のの （ - 

「象徴」 の性格 

  @ 幅一 0 コ） のコア ドま   
円 Ⅰ 

マ 一 目 

ぎま 
o - ア 

  
  
  
  

  
      
  閉ざさ 宗教の 

  
に い 
、 ン る 

ン 実 
ボ 在 

  
ム 冗 
の む 

開示 研究 

な す 
欠 る 
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キミ ネ 

  と か お な 否 者 此 も 少 の な   の の し く 意 い 

蜜八レし止ル 「 

の 木 -. ぺ ㌧ の - 

」 

立 す す 在 あ と 自 か 
し ぎ る の っ を 己 る 

す 。 吉       
ハ ノ ツ 

て ト     
  い に   

るよ しれ O ） ト ド れ 宗 神   な 

か ば   
さ リ る 

不 。 は の ネ中 

      
岸ヴ りッ の キ リ 日 

在 の は 
    者 で   初 は 宗 意 は 

「啓示 と目木 ある めとすし力 偽りの 教に関 抹 する   ぶ る る 学 す と 」 
り ， 点 、 ・ -- 木目 方 い 間 る す は 
の を 点、 し 対 象、 わ だ 研 れ も 

学 前 は た 的 と ゆ と 究 は ほ 
問 提 存 が ; な な る 断 で 、 や   

  
だ す 在 っ 主 る 

  
る 関 と る し て 体   啓示 弁証 定さ なく 宗教 

い 。 な 人 ヤ @ し   法 れ 、 哲 の 係も 啓示 お ス @ ノ い 間 す も 神 る ま 挙 国 
と な       れァ し ぎ キ巨 学 。 た は 有 
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註
 Ⅰ
・
月
日
ざ
 

オ
，
 
勾
の
目
 

雙
 0
 
二
の
で
 

已
 -
0
 

の
 
0
 
で
 
ゴ
ぞ
 
八
ロ
の
の
の
 

0
 
「
（
 

-
 
ト
 0
 
目
（
 

サ
ヒ
 
。
 
オ
隼
 
e
 
ぺ
 ㌧
 ゴ
 
@
-
o
 

の
 
0
 
づ
ゴ
ず
，
 

）
つ
い
の
，
の
・
 

づ
 
Ⅱ
 
つ
 （
・
）
 

問
題
点
は
、
宗
教
哲
学
が
宗
教
に
固
有
な
啓
示
の
要
求
 

を
 無
視
す
れ
ば
、
そ
の
対
象
を
誤
認
し
 

、
 真
の
宗
教
に
つ
 
い
て
語
る
こ
と
が
で
 

き
な
い
。
ま
た
も
し
啓
示
の
要
求
を
承
認
す
れ
ば
、
 

宗
 教
 哲
学
は
神
学
に
な
ら
 

ぎ
 る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
 

る
 。
い
ず
れ
に
し
て
も
 

啓
示
が
厳
密
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
限
り
、
宗
教
哲
学
は
 

成
立
し
得
な
い
の
だ
。
啓
示
は
有
限
的
世
界
に
突
入
し
た
 

無
制
約
者
の
現
実
で
あ
 

る
 。
そ
れ
自
身
が
真
理
の
根
 

抵
 な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
 

基
礎
づ
け
る
他
の
根
祇
は
在
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
っ
 

て
 神
学
を
基
礎
づ
 
け
、
 

そ
の
序
説
の
役
目
を
と
っ
た
宗
教
哲
学
は
、
も
は
や
 

貿
 不
の
写
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
学
に
何
の
用
も
な
さ
な
い
。
 

た
だ
鋭
く
対
立
す
る
。
 

し
か
も
此
の
対
立
は
、
両
者
が
研
究
領
域
の
分
担
に
 

ょ
 つ
て
解
消
し
 
ぅ
 る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜
は
 次
の
よ
う
に
舌
ロ
 

う
 。
残
る
問
題
と
い
う
の
は
、
 

此
 の
啓
示
と
現
代
文
化
乃
至
は
 

綴
 
哲
学
と
の
対
決
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
信
仰
 

と
 知
識
、
啓
示
と
理
性
、
近
代
自
然
科
学
の
考
え
方
を
い
 

か
に
 受
 げ
と
め
る
か
（
そ
の
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吟
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丁
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し
 
と
が
で
き
な
い
と
い
う
 

宗
教
 

啓
示
 

人
間
行
為
に
つ
い
て
 

0
 

a
 
 

神
 
的
な
も
の
に
つ
い
て
語
る
。
 

つ
ね
に
繰
返
し
、
決
し
て
完
結
し
な
い
相
対
的
過
程
。
 

b
 
 
一
回
 

的
 
、
自
己
完
結
的
、
絶
対
的
出
来
事
。
 

c
 
 

生
 
と
精
神
の
な
か
に
 

新
 
ら
し
い
現
実
が
突
入
し
た
 

ナ
 
」
と
。
或
る
所
与
の
現
実
的
 

生
 
、
ま
た
必
然
的
精
神
的
 

機
能
。
 

文
化
そ
の
も
の
。
 

d
 
 

文
化
の
彼
方
に
あ
る
も
の
。
 

の
で
あ
る
。
 



      

中
に
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
主
義
的
世
界
観
 や
 非
神
話
化
の
問
題
も
入
る
だ
ろ
う
。
）
「
そ
う
い
う
問
題
に
 
答
え
る
と
こ
ろ
の
研
究
 

を
 「
宗
教
哲
学
」
と
よ
ふ
か
ど
う
か
は
大
し
た
問
題
で
 は
な
い
。
重
大
な
の
は
、
そ
う
い
う
研
究
が
な
さ
れ
て
い
 る
と
い
う
こ
と
、
し
か
 

も
つ
ね
に
新
た
に
為
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
科
学
と
 哲
 学
者
の
新
ら
し
い
研
究
成
果
が
、
必
然
的
に
こ
れ
を
為
さ
 し
め
る
と
い
う
こ
と
で
 

あ
る
。
」
（
 

註
 ）
 

軽
之
 ・
 
ま
 ・
の
 
す
 P
 勾
 仁
田
 @
0
 

口
の
で
 

王
 -
0
 

の
 
0
 
づ
 三
の
（
 
カ
 ・
の
・
の
・
。
 

め
チ
せ
 ㏄
・
 
ト
つ
ト
 

の
）
 

ソ
ニ
ー
は
主
と
し
て
 K
.
 

ハ
イ
ム
、
 

E
.
 

フ
ル
ン
ナ
ー
の
 

研
究
を
考
慮
し
て
い
る
 ょ
 5
 で
あ
る
が
、
な
お
 G
.
 マ
 ル
 セ
ル
、
 

J
.
 

ガ
ノ
ニ
 

エ
ル
、
 

J
.
 

デ
コ
メ
リ
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
の
成
 

果
 に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
も
啓
示
 と
理
 性
 と
の
対
話
が
こ
こ
ろ
 

み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
彼
等
に
は
 力
ル
 -
 
ア
ジ
ア
ニ
ス
ム
の
影
響
が
強
い
。
し
た
が
つ
 て
 ド
イ
ツ
の
 宗
教
苗
字
 が
べ
｜
メ
、
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
等
の
神
秘
主
義
に
帰
る
傾
向
を
示
す
の
に
 対
し
て
、
彼
等
は
理
性
主
義
に
帰
っ
て
い
く
。
そ
れ
ら
 の
 美
晴
の
な
か
で
、
 と
 

く
に
実
質
的
な
成
果
を
示
し
、
し
か
も
き
わ
め
て
広
い
 範
囲
に
 う
 つ
た
え
る
力
を
も
っ
の
は
 P
.
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
 

あ
る
。
す
で
に
三
十
年
 

前
に
 、
 彼
は
そ
の
「
宗
教
哲
学
」
に
お
い
て
、
「
啓
示
の
 科
学
」
と
宗
教
哲
学
の
内
的
統
一
を
求
め
た
。
彼
は
い
 ぅ
 、
「
残
る
道
は
対
立
の
 

内
的
統
一
し
か
な
い
。
 綜
 
人
口
の
道
の
み
が
真
で
あ
る
。
 た
と
え
そ
れ
が
繰
返
し
て
失
敗
に
終
る
と
し
て
も
、
 な
 お
か
う
此
の
道
が
追
究
 

さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
啓
示
の
学
の
内
に
は
、
哲
学
に
お
 け
る
と
同
様
 に
 、
そ
こ
で
両
者
が
一
致
し
て
い
る
一
点
が
 存
在
し
て
い
る
の
，
だ
か
 

ら
 。
此
の
一
点
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
綜
合
的
解
決
を
 つ
く
り
出
す
こ
と
こ
そ
宗
教
哲
学
の
決
定
的
課
題
で
あ
る
 。
」
（
 
琵
 ）
彼
は
そ
の
方
 

法
を
 「
メ
タ
 ロ
 ギ
ッ
シ
 ヱ
 な
方
法
」
だ
と
呼
ん
だ
。
 ま
 た
 「
神
学
的
存
在
論
」
だ
と
も
い
つ
た
。
彼
が
想
定
し
た
 「
一
点
」
は
、
も
し
 ブ
 

ル
 ン
ナ
ー
と
い
う
 給
 人
口
点
で
あ
る
と
す
れ
ば
と
う
て
い
 
見
 出
さ
れ
る
と
は
思
わ
な
い
。
も
し
在
る
と
す
れ
ば
、
 そ
 れ
は
啓
示
と
理
性
と
の
 

対
話
の
「
 場
 」
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
現
象
 学
的
方
法
を
援
用
し
、
こ
れ
 仁
 よ
っ
て
存
在
論
的
に
此
の
 一
点
を
つ
ぎ
と
め
よ
 う
 

と
し
て
い
る
。
彼
の
宗
教
哲
学
、
ま
た
彼
の
神
学
は
 、
存
 在
 論
に
傾
斜
し
、
そ
の
中
に
一
切
を
解
体
し
た
。
そ
れ
 が
 彼
の
渡
米
後
の
一
連
 

の
 成
果
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
げ
つ
し
て
 無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
 
き
 二
）
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場
を
超
え
て
「
了
解
」
に
属
す
る
聯
関
が
追
求
さ
れ
る
。
 

両
者
の
相
違
は
 

G
.
 

ジ
ム
 

メ
め
 が
い
つ
た
よ
 
う
 に
 、
単
 に
 陳
述
さ
れ
た
内
容
を
 

両
極
的
構
造
は
、
き
わ
め
て
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
 

亡
 
小
数
的
経
験
の
さ
ら
に
 

立
ち
入
っ
た
規
定
は
 

、
 与
え
ら
れ
る
経
験
の
了
解
と
解
 

釈
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
因
果
的
聯
関
 

を
 追
究
す
る
歴
史
の
立
 

二
 、
宗
教
経
験
の
よ
り
立
入
っ
た
規
定
 

 
 

そ
れ
は
宗
教
経
験
の
も
つ
意
味
内
容
が
、
両
極
の
う
ち
の
 

い
ず
れ
か
に
吸
収
さ
れ
 

得
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
つ
 

て
 つ
ね
に
両
者
の
緊
 

張
 関
係
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
い
う
 

こ
と
て
あ
ろ
う
。
 

ま
 拙
著
「
シ
ュ
ラ
イ
 

ヱ
 
ル
マ
ッ
ヘ
ル
研
究
」
（
新
教
出
版
社
 

）
参
照
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
註 ）  

 

 
 

 
 

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
註
 ⑤
 

旺
 一
木
・
 ロ
い
 
ま
 ア
 ・
 
し
ざ
杏
お
三
げ
ゴ
 
の
し
 0
%
 
ヨ
ま
 守
ロ
 ケ
や
 ぃ
串
 
ト
 （
 

ト
円
 

註
二
ぎ
圧
 ・
 
ダ
ぃ
ヨ
 ・
 
い
 お
・
 

註
 三
子
 ぎ
 ・
の
・
 

ぃ
 廿
の
・
 

39 ( ㎏ 9) 

  
  



      
 
 

一
二
、
 

お
 ち
 ヌ
 

 
 

四
、
 

く
、
一
 

五
、
 客

観
面
に
即
し
て
い
 う
 な
ら
ば
、
そ
れ
は
オ
ッ
ト
ー
の
 規
定
し
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
「
 聖
 」
と
い
う
性
格
を
 も
つ
。
 聖
 す
な
 

ミ
ノ
ー
。
 
セ
は
蒔
 0
 Ⅱ
 日
の
 コ
年
け
し
目
と
と
Ⅰ
で
に
 

片
曲
 
の
口
口
 
が
 臣
の
の
 性
格
を
あ
わ
せ
て
も
っ
。
 

オ
 0
 窯
 0
.
 ヨ
 Ⅰ
 臼
お
 中
の
方
法
は
、
も
し
そ
の
心
理
主
義
 

を
 取
除
い
て
、
 一
 そ
 う
 広
い
「
現
象
」
に
同
 5
 と
す
れ
ば
、
 宗
 教
 哲
学
の
執
る
べ
 

ぎ
 方
向
を
古
典
的
型
で
示
し
て
い
る
。
 

此
の
「
関
わ
り
」
の
な
か
に
あ
る
宗
教
経
験
の
特
色
は
 、
 価
値
の
転
倒
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
此
の
世
の
毒
が
最
 一
 
@
 
日
の
も
の
で
な
 

ゆ
の
文
化
的
価
値
が
第
二
義
的
な
も
の
に
な
る
。
「
 往
 生
 の
た
め
に
千
人
殺
せ
と
い
わ
ん
に
、
す
な
わ
ち
殺
す
べ
 し
 。
」
（
親
鸞
）
 

右
の
こ
と
は
両
極
的
緊
張
が
、
「
有
限
と
無
限
」
乃
至
 は
 
「
完
全
と
不
完
全
」
の
よ
う
な
同
じ
目
的
を
も
つ
た
進
 行
 過
程
の
両
極
 

一
二
 

数
 の
 研
 

た
 関
わ
 

在
 ・
 そ

れ
は
ま
た
「
究
極
的
か
か
わ
り
」
（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
）
 

と
 い
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
 註
 ）
此
の
規
定
三
ヰ
 日曲
ガ
の
 
0
 口
 0
0
 旨
は
 、
多
 

究
 者
が
踏
襲
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
（
た
と
え
ば
 J
 
・
ワ
ッ
 
ハ
 、
 M
.
 
エ
リ
ア
ー
デ
等
）
。
究
極
的
関
わ
り
は
 

、
生
死
を
か
け
 

り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
が
無
制
約
者
 に
 同
 5
 場
合
に
の
み
起
り
さ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
 
珪
  
 

円
ぎ
 @
n
 
オ
 ・
の
 
セ
 
簗
の
日
麓
曲
 

n
H
 

甘
の
日
 

0
 の
ぜ
そ
の
他
。
そ
の
根
拠
は
 て
 ル
コ
仁
一
二
章
二
九
だ
と
い
っ
て
い
る
。
此
の
点
に
つ
い
て
 
拙
論
 
c
 即
掲
 ）
 

「
宗
教
の
現
実
」
に
詳
述
し
た
。
 

昌
 ・
の
。
 

甘
笘
浅
 ，
 
せ
 0
 ヨ
田
 毛
 天
目
 @
 
ヨ
 
目
の
 コ
 の
 
ヰ
 の
 コ
 -
 
の
 ・
 
詔
 ）
・
 
究
 極
 的
意
義
を
も
つ
関
わ
り
は
、
究
極
的
超
越
者
に
よ
っ
て
の
み
 
可
能
こ
と
を
 述
 

べ
て
い
る
。
 

理
解
す
る
の
に
留
ま
ら
ず
、
陳
述
者
の
了
解
が
入
っ
て
 く
る
。
（
 
斐
 ）
祭
儀
や
信
条
 や
 、
さ
ま
ざ
ま
の
シ
ン
ボ
ル
は
 

る
も
の
と
し
て
 

解
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
 指
示
す
る
意
味
の
聯
関
は
直
接
的
に
示
さ
れ
て
い
た
 い
か
 ら
だ
。
 

註
の
 ・
く
曲
二
色
の
（
Ⅰ
の
の
億
名
，
 

由
ぎ
日
申
 

す
 三
コ
軸
 
@
 
コ
由
ず
 ㌧
 甘
由
コ
 

0
 ヨ
 0
%
o
-
0
 

㏄
 @
 
り
 -
 
ト
つ
 
い
 
印
，
の
 

・
㏄
 

一
 、
こ
の
経
験
を
主
観
面
に
即
し
て
規
定
す
れ
ば
、
 ま
 ず
そ
れ
が
「
当
事
者
と
し
て
の
関
わ
り
」
と
い
う
こ
と
 が
で
き
る
。
信
仰
者
は
 

傍
観
者
、
観
察
者
で
な
く
て
、
自
己
の
存
在
を
以
つ
て
 
介
入
し
て
い
る
。
こ
れ
を
実
存
的
と
も
の
 コ
 内
の
的
。
目
の
臣
 

目
 （
 
G
.
 

マ
ル
セ
ル
）
 

と
 

い
つ
て
も
よ
い
。
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哲
学
 

教
 

占
小
 

宗
教
経
験
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
分
析
が
粗
雑
に
見
 

，
 
え
る
の
は
、
此
処
で
ま
だ
宗
教
の
 

ヵ
 テ
ゴ
リ
ー
が
と
ら
 
，
 
ぇ
 ら
れ
て
い
な
い
か
・
 

ら
 

だ
。
一
般
に
啓
示
、
神
話
、
祭
儀
、
教
団
そ
の
他
の
力
 

-
 
ア
 ゴ
リ
ー
が
用
い
ら
れ
て
 
来
 た
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
 
ほ
 つ
い
て
も
、
ま
た
い
 

か
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
宗
教
そ
の
も
の
に
必
然
で
あ
る
 

か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
は
宗
教
哲
学
 

の
手
続
ぎ
の
一
端
を
示
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
 
根
祇
 と
な
っ
て
い
る
の
ほ
 
宗
 教
 的
人
間
 甘
 。
 
ヨ
 0
q
 ニ
ぃ
幅
 

w
o
 
ム
 の
の
省
察
と
自
覚
な
の
で
 
あ
る
。
 

    

端
 に
あ
る
も
の
の
緊
張
で
な
く
、
別
の
対
立
で
あ
る
こ
 と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
対
立
の
距
離
は
 、
 少
く
と
も
善
行
 に
よ
っ
て
短
縮
で
ぎ
 な
 

い
 も
の
な
の
だ
。
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と 釆 ケ お の そ あ て ト 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
 哲
 字
の
位
置
を
問
題
に
し
な
げ
 れ
ば
な
ら
な
い
の
ほ
、
歴
史
的
事
情
に
 よ
 る
。
近
代
世
界
 に
お
い
て
、
キ
リ
ス
 

教
は
経
験
合
理
的
思
惟
の
申
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
 か
つ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
経
験
合
理
主
義
か
ら
の
 
批
 判
に
 。
応
え
よ
う
と
し
 

、
努
力
す
る
 う
 ち
に
、
そ
の
批
判
者
の
立
場
に
自
ら
を
 お
い
て
怪
し
ま
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
換
言
目
す
れ
ば
、
 

キ
 リ
ス
ト
教
は
、
福
音
で
 

る
よ
り
は
、
一
個
の
哲
 字
 と
化
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
 哲
学
と
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
も
様
々
の
形
態
が
生
じ
 た
 。
キ
リ
ス
ト
教
が
 

の
 宗
教
性
を
棄
て
て
、
一
種
の
合
理
主
義
と
化
し
た
も
 の
 、
超
越
性
を
振
り
す
て
て
単
な
る
倫
理
（
高
潔
な
生
 
ぎ
方
 ）
え
化
し
た
も
 

、
宗
教
性
一
般
の
う
ち
に
自
己
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
 つ
て
神
秘
主
義
と
化
し
た
も
の
、
等
々
。
か
く
て
、
キ
リ
 ス
ト
教
は
自
己
を
失
 

ぅ
 と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
、
 再
 批
判
が
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
か
ら
現
わ
れ
た
。
舌
ロ
 
ぅ
ま
 で
も
な
く
、
 キ
エ
 ル
 

コ
ー
ル
の
 へ
｜
 ゲ
ル
批
判
に
は
じ
ま
り
、
弁
証
法
神
学
の
 ン
ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
批
判
に
い
た
る
一
連
の
も
の
 を
 考
え
る
こ
と
が
 出
 

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
傾
向
の
う
ち
に
は
、
単
な
る
反
動
 
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
神
学
主
義
さ
え
現
わ
れ
て
来
た
 。
神
学
主
義
に
よ
る
 

、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
哲
学
の
果
す
べ
 き
 役
割
 は
 全
く
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
，
 

。
だ
が
、
 
キ
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
や
弁
証
法
神
学
に
よ
っ
て
な
 さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
起
つ
た
人
間
の
状
況
は
 、
マ
 ル
ク
ス
 や
 エ
イ
チ
 ヱ
 

  キ
リ
ス
ト
教
と
哲
学
 

哲
学
の
位
置
に
つ
い
て
 

大
須
賀
 

  

  

潔 
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キリスト教と 哲学 

  

ス 生 あ っ で て に 状 な     
。 な 、 世 に こ こ を げ 中 い あ 勿 ろ 、 と う ケ キ イエ 
  い こ 、 の 主 機 呪 い 

の れ 神 本 義 と と だ 
で に 学 質 を 号 し ろ 

か べ 袖 枕 こ た 
      ろ ぎ の 判 れ も 萌 そ 

ぅ で   器 的 に の 世 の 
とス てあ い性 す 発のあ か あ 官 に 対 で 紐 状 

。 る と 探 応 あ 末 況 
む と し 究 克 り か と 

し し た せ 服 、 ら か 
ろ て 経 ざ し 精 第 5 

  

完 と う に り こ   、 き 義   
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に
 、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
そ
の
精
神
性
に
お
い
て
対
立
す
 マ
 
の
こ
と
を
言
 う
 の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
現
代
の
 非
人
間
化
の
状
況
の
中
 

で
、
人
間
の
本
来
的
生
存
の
獲
得
の
た
め
に
、
マ
ル
 キ
 ン
ズ
 @
 
ふ
 と
 Ⅶ
 
刊
 ハ
 
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
Ⅰ
い
こ
と
を
舌
ロ
 

Ⅰ
 
ト
 ノ
 の
で
 あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
 リ
 

ベ
ル
ジ
ャ
 
エ
 フ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
 か
 マ
ル
キ
シ
ズ
ム
 
か
 と
い
う
二
者
択
一
の
形
に
お
い
て
現
代
の
問
題
を
提
起
し
 た
と
き
 、
こ
れ
は
 
単
 

も
の
で
あ
る
。
か
く
て
は
じ
め
て
、
今
日
の
生
存
の
斗
 争
の
中
に
あ
っ
て
 、
 
自
ら
の
位
置
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
  
 

ス
ト
教
は
、
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
任
を
果
し
て
 釆
 た
の
で
あ
り
、
今
日
ま
た
、
そ
の
課
題
に
応
え
る
こ
 と
が
出
来
ろ
と
信
じ
る
 

し あ 主 関 観 

てる の。 義わ のり 的 信 

客 ィ 再 に 念 
観 ヱ 批 お の 
性 ス 判 い 同 も と て 一 

、 キ し 理 ， 性 

恩 り て 解 の 

恵 ス 持 さ 故 
の ト つ れ に 

受 の 客 る 集 
内 事 観 よ 合 

、 実 性 ぅ し 
聖 が は な た 

、 啓一小差 並め 人 事 、 もの 

現 と 実 で 間 
実 し 性 は の 
化 て の な 便   
て 客 に キ 団 
の 観 。 お り 体 
そ 佳 げ ス で 
れ は る ト も 

で 、 そ 教 な 
あ ，恵 れ の ぃ 
る 恵 で 本   

。 の は 質 再 
こ 受 な 的 確 
の 肉 く 部 認 
ょ で   、 分 さ 

ぅ あ 恩 を れ 
は る 恵 形 た 

教 よ の 成 教 
会 う 客 す 会 
が に 観 る は 
存 、 ，性 も   
在 教 （ の キ 
で 会 主 で リ 

あ の 動 あ ス 
る 思 惟 る ト 

こ 恵 ） ズ 教 

    
キ の の 主 的 
リ と で 観 な 

の
よ
う
な
客
観
主
義
に
対
し
て
は
、
主
観
主
義
を
そ
の
 内
面
性
の
故
に
正
当
と
認
め
る
に
吝
か
で
は
な
い
。
教
ム
 五片
 
は
 
L
 り
 
か
 L
 
し
な
 ぷ
比
ら
、
主
 

と
 甦
り
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
信
仰
の
現
実
で
あ
る
。
 そ
 れ
が
信
仰
に
現
実
性
を
 キ
 え
て
い
る
も
の
は
教
会
、
「
 キ
リ
ス
ト
の
 
体
 」
と
し
 

て
 再
確
認
さ
れ
た
教
会
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
 に
お
い
て
再
発
見
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
も
は
や
 哲
 @
 
字
 

人
生
観
乃
至
世
界
 

観
 

で
は
な
く
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
 そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
 
高
 批
判
を
通
し
て
再
発
見
、
再
 確
認
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
 

数
 は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
 体
 と
し
て
の
教
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
 。
教
会
と
し
て
存
在
す
 

る
 宗
教
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
今
日
の
課
題
の
解
 決
 者
と
し
て
自
ら
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
 ぅ
 こ
と
が
出
来
よ
う
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
と
し
て
の
存
在
を
「
教
会
」
と
し
 て
 理
解
す
る
こ
と
は
、
主
観
主
義
か
ら
単
な
る
客
観
主
 
義
へ
の
逆
行
で
は
な
 

い
 。
今
日
の
理
解
に
お
け
る
教
会
は
、
制
度
と
し
て
 客
 観
 化
さ
れ
た
も
の
を
直
ち
に
恩
恵
の
客
観
性
と
同
一
視
す
 る
も
の
で
は
な
く
、
 
そ
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炭
 す
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
状
態
は
、
し
か
し
、
歴
史
的
 現
 突
 と
し
て
は
未
だ
 釆
 て
い
な
い
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
・
 キ
 リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
 
且
 



 
 

 
 

  

キリスト教 と哲宇 

さ
て
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
教
会
と
は
一
体
何
で
あ
る
 か
を
問
 う
 こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
 う
 。
勿
論
、
教
会
も
現
象
 ぬ
 に
は
、
社
会
集
団
 

の
 一
 つ
 で
あ
る
，
だ
が
教
会
は
、
自
然
発
生
的
に
形
成
 さ
れ
た
い
か
な
る
社
会
集
団
と
も
、
そ
の
形
成
の
原
理
 
を
 異
に
す
る
と
こ
ろ
に
 

こ
そ
、
そ
の
本
質
が
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
 教
 会
は
、
そ
の
原
理
と
し
て
、
自
ら
を
固
定
化
す
る
一
切
 の
も
の
を
拒
否
す
る
。
 

そ
れ
が
価
値
で
あ
っ
て
も
、
理
想
で
あ
っ
て
も
、
ま
し
 て
 生
存
の
手
段
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
そ
れ
ら
に
よ
 つ
 て
 人
間
関
係
が
固
定
化
 

さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
戦
い
に
お
い
て
、
教
会
は
実
存
 す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
 

歴
史
的
存
在
と
し
て
は
、
教
会
も
 、
 他
の
一
切
の
社
会
 集
団
と
同
様
に
 、
 様
々
の
制
度
や
生
存
の
手
段
を
持
つ
て
 い
る
。
し
か
し
こ
れ
 

ら
は
教
会
に
と
っ
て
は
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
 ろ
 う
 。
こ
れ
ら
の
制
度
手
段
な
ど
は
、
教
会
に
と
っ
て
は
 、
背
理
的
表
現
を
敢
 え
 

て
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
制
度
化
手
段
化
を
否
定
す
 る
 限
り
に
お
い
て
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
 そ
れ
故
に
、
教
会
の
持
 
45@ (165.) 
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ス
ト
教
の
関
わ
る
領
域
は
精
神
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
 

ン
 の
こ
と
が
精
神
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 キ
リ
ス
ト
教
は
マ
ル
 キ
 

ン
ズ
ム
 と
そ
の
真
理
性
を
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
 あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
キ
リ
 ス
ト
の
 体
 」
と
し
て
 
存
 

在
す
る
宗
教
と
し
て
再
発
見
せ
し
め
る
に
い
た
り
た
の
 で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
哲
学
は
、
存
在
と
し
て
 の
 宗
教
で
あ
る
「
キ
リ
 

ス
ト
の
 体
 」
の
生
存
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
問
題
に
な
る
 の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
「
キ
リ
ス
ト
の
 体
 」
と
し
て
の
教
会
の
生
 

存
の
状
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
存
に
 お
い
て
哲
学
が
い
か
な
る
位
置
を
し
め
、
ま
た
 い
 か
な
る
 機
能
を
果
す
か
を
考
察
 

す
る
こ
と
に
な
る
。
 

注
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ヰ
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し
て
の
教
会
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
世
界
に
あ
る
限
り
、
 

教
会
は
歴
史
の
中
に
在
る
故
に
 

、
 神
の
国
で
は
な
く
 

教
会
な
の
で
あ
る
 

｜
 

そ
の
否
定
原
理
と
の
戦
い
に
お
い
て
、
換
言
す
れ
ば
 

否
 
定
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
実
存
す
る
社
会
な
の
で
あ
る
 

 
 

そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
の
 

体
 と
し
て
の
教
会
 

と
 ゆ
 う
 概
念
を
、
も
つ
と
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
教
ム
 

ム
の
 
生
存
を
否
定
す
る
 

原
理
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
立
っ
社
会
（
人
間
 

関
係
）
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
考
え
た
い
。
聖
書
は
 

、
そ
の
よ
う
な
「
キ
リ
 

 
 

ス
ト
の
 
休
 
L
 （
 
エ
 ペ
ソ
一
・
二
三
）
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
 

死
を
自
己
の
運
命
と
す
る
者
と
な
っ
た
と
舌
ロ
つ
て
い
る
 

は
 ア
ダ
ム
に
お
い
て
何
が
起
つ
た
 

と
 パ
ウ
ロ
は
言
い
た
 

い
る
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
で
は
こ
こ
で
何
が
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

に
、
 
様
々
な
解
釈
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
パ
ウ
 

「
死
の
体
し
（
ロ
マ
七
・
二
四
）
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
れ
 

こ
の
物
語
は
 

、
 言
さ
ま
で
も
な
く
、
神
話
と
い
う
象
徴
 

起
つ
た
の
か
。
勿
論
、
パ
ウ
ロ
は
、
こ
こ
で
罪
が
世
に
入
 

の
だ
。
問
題
は
 

、
 罪
と
言
い
死
と
 

よ
 ん
で
い
る
事
態
は
 

、
 

い
 の
 た
 ろ
 う
か
 
。
創
世
記
三
章
の
ア
ダ
ム
 

と
ヱ
バ
 
の
楽
園
 

ロ
は
 
「
ア
ダ
ム
に
あ
っ
て
す
べ
て
の
人
が
死
ん
で
い
る
の
 

で
は
、
「
 

罪
 と
死
の
体
」
と
し
て
の
社
会
と
は
ど
う
い
う
 

0
 社
会
体
制
ひ
い
て
は
人
間
関
係
を
「
罪
の
体
」
（
 

ロ
 

 
 

的
 表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
生
存
の
根
源
に
関
わ
 

マ
 六
・
六
）
あ
る
い
は
 

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

私
 

喪
失
の
物
語
を
指
し
て
 

り
 、
そ
の
結
果
人
間
は
 

こ
の
物
語
で
は
何
か
と
 

と
 同
じ
よ
 
ヲ
 に
、
キ
リ
 

る
も
の
で
あ
る
だ
 

け
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巴
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 ス

つ
 た
事
態
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
か
、
社
会
過
程
の
あ
 る
 段
階
、
お
そ
ら
く
そ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
生
産
力
 か
 社
会
化
さ
れ
て
、
そ
の
 生
 

 
 

  

キ
産
 力
の
大
い
さ
に
相
当
す
る
「
く
に
」
と
称
せ
ら
れ
る
 

に
 
相
応
し
い
人
間
の
共
同
生
活
の
単
位
の
萌
芽
 か
現
わ
 れ
る
。
人
間
は
こ
の
よ
う
な
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

リ
ト
 
モ
ト
 

ア
 
Ⅰ
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酵
ぅ
 。
こ
の
よ
う
な
始
源
的
な
生
の
経
験
に
お
い
て
 

は
 、
す
べ
て
の
事
実
過
程
は
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
受
取
 

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
 

ぬ
 
生
の
共
同
の
経
験
は
豊
富
な
意
味
体
験
を
全
休
 

と
 し
て
未
分
化
の
形
で
蔵
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
 

諸
宗
教
の
成
立
の
基
盤
に
な
 

        
 
 

 
  

 
 
 

に
お
い
て
は
、
愛
の
関
係
に
あ
っ
た
。
神
は
 、
ィ
ユ
 

て
い
た
。
ア
ダ
ム
は
そ
の
愛
に
感
謝
を
以
て
応
え
て
 

こ
へ
蛇
が
現
わ
れ
て
、
 

エ
 バ
に
 原
 嘘
言
を
信
じ
こ
 
ま
 

よ
う
 と
し
て
い
る
だ
け
だ
と
。
蛇
は
言
っ
た
 、
 園
の
 

を
 知
る
者
」
と
な
る
だ
け
だ
と
。
神
も
ア
ダ
ム
 と
ェ
 

ひ
と
り
の
よ
う
に
な
り
、
善
悪
を
知
る
も
の
と
な
つ
 

神
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
人
間
に
 頽
落
 が
起
つ
た
こ
と
 

い
 う
 の
は
「
善
悪
を
知
る
者
と
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
 

の
 愛
に
叛
い
た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
神
の
愛
の
外
に
 

者
は
死
と
言
わ
れ
る
事
態
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
彼
 

こ
れ
は
神
話
的
表
象
に
お
い
て
語
ら
れ
た
罪
と
死
 

お
い
て
の
実
存
的
経
験
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
 人
 

価
値
を
生
産
し
、
そ
の
成
果
を
配
分
す
る
こ
と
に
よ
 

階
 に
達
し
た
と
 
き
 、
人
間
は
そ
の
歴
史
的
経
験
に
基
 

で
の
社
会
過
程
に
お
い
て
、
労
働
に
お
け
る
協
力
、
 ス

 ・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
、
あ
の
愛
を
以
て
 人
間
（
ア
ダ
ム
）
を
愛
し
 

い
た
。
こ
こ
に
人
生
の
原
事
態
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
 生
 命
 が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
 

せ
た
。
即
ち
 
、
 神
は
愛
し
て
い
る
の
で
は
な
し
に
、
 

自
 ら
の
絶
対
的
支
配
を
維
持
し
 

中
央
に
あ
る
木
の
実
を
食
べ
て
も
死
ぬ
こ
と
は
な
く
、
 却
っ
て
「
神
の
よ
う
に
善
悪
 

バ
が
 木
の
実
を
食
べ
た
の
を
知
り
、
嘆
い
て
言
わ
れ
た
 
「
見
ょ
 、
 人
は
わ
れ
わ
れ
の
 

た
し
と
。
神
も
蛇
も
同
一
の
事
態
が
起
つ
て
い
る
こ
と
 を
 認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
 

で
あ
り
、
蛇
に
お
い
て
は
人
間
が
成
長
し
た
こ
と
な
の
 だ
。
こ
こ
で
同
一
の
事
態
と
 

で
あ
る
 @
 
こ
と
は
舌
口
 
く
 
@
 
ノ
 ま
で
り
八
つ
な
Ⅱ
 

り
 。
こ
こ
で
、
 
ァ
 り
ノ
 

い
 @
 
ハ
 に
 起
つ
て
い
る
こ
と
は
、
 
神
 

お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
 と
で
あ
る
。
前
者
は
罪
、
後
 

ら
は
善
悪
を
知
ら
ず
し
て
は
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
く
 な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

の
事
態
で
あ
る
が
、
こ
の
 ょ
う
 な
生
存
の
事
態
は
 、
そ
 れ
に
対
応
す
る
社
会
過
程
に
 

間
は
 、
環
境
的
自
然
に
技
術
を
以
て
働
き
か
け
 ろ
 こ
と
 
（
労
働
）
に
よ
っ
て
、
物
的
 

つ
て
、
自
ら
の
生
存
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
 う
 な
 社
会
過
程
が
一
定
の
段
 

い
て
、
自
己
の
生
存
に
つ
い
て
あ
る
自
覚
に
到
達
し
た
 で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
そ
れ
ま
 

生
産
物
の
配
分
に
よ
る
共
同
生
活
に
お
い
て
、
生
の
共
 同
を
経
験
し
た
こ
と
で
あ
ろ
 



 
 

   
 

「
く
に
」
に
お
け
る
生
活
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 自
己
の
生
存
の
可
能
性
へ
の
自
信
を
得
た
で
あ
ろ
う
。
 そ
れ
は
「
く
に
」
と
い
 

ラ
 具
体
的
な
生
活
共
同
体
が
現
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 人
間
は
自
己
の
生
存
に
関
し
て
新
し
い
根
拠
を
得
た
か
 ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
 う
 

な
 生
存
の
可
能
性
を
保
証
す
る
共
同
体
の
持
っ
 力
、
こ
 れ
が
政
治
権
力
の
母
胎
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
力
を
何
ら
 か
の
形
で
握
っ
た
者
が
 

持
っ
実
力
が
政
治
権
力
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 だ
 が
 、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
共
同
生
活
を
保
証
す
る
力
が
形
 を
な
し
て
く
る
と
 き
 、
 

人
間
に
は
懐
疑
が
生
れ
る
。
漠
然
と
受
容
し
て
い
た
 事
 態
 に
対
し
て
疑
惑
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
次
に
 、
 別
 の
庶
事
態
に
対
す
る
 

物
語
（
シ
ン
ボ
ル
）
を
作
り
上
げ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
 ぬ
 程
の
経
験
に
即
し
た
（
経
験
的
 に
 納
得
の
ゆ
く
１
合
 理
 的
な
）
物
語
を
作
り
 

上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
の
自
覚
と
 2
 ば
れ
て
 い
る
、
人
類
の
歴
史
に
輝
く
一
頁
で
あ
る
。
だ
が
、
聖
堂
 
日
 
は
こ
の
事
態
を
指
し
て
 

堕
罪
と
 よ
 ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ダ
ム
が
 神
と
ひ
と
し
く
な
っ
た
 と
き
 、
彼
は
 、
 「
く
に
」
を
根
拠
 と
し
て
神
と
相
対
的
な
 

関
係
に
立
っ
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
愛
の
事
 態
と
は
全
く
反
対
の
事
柄
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
罪
が
世
 に
 入
り
・
そ
し
て
そ
の
 

結
果
 死
 が
人
間
の
運
命
と
な
っ
た
。
ア
ダ
ム
に
お
い
て
 起
つ
た
こ
と
は
、
 世
 す
な
わ
ち
「
く
に
」
の
持
つ
構
造
の
 故
に
、
す
べ
て
の
人
を
 

捲
 ぎ
こ
む
可
能
性
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
人
間
の
生
活
 は
 自
然
に
直
接
し
て
は
じ
き
る
の
で
は
な
く
、
人
間
は
社
 会
の
中
に
生
れ
る
。
 そ
 

し
て
、
社
会
が
「
く
に
」
と
し
て
形
成
さ
れ
て
以
来
、
社
 会
は
 エ
 ト
ス
と
し
て
ア
ダ
ム
に
お
け
る
罪
を
持
つ
て
い
 る
 。
こ
こ
か
ら
し
て
、
 

人
類
は
罪
を
ま
め
が
れ
ぬ
存
在
と
な
り
、
し
た
が
つ
て
、
 神
の
愛
の
外
に
お
か
れ
る
運
命
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
 う
 な
 社
会
の
事
態
を
聖
書
 

は
 「
 
罪
 と
死
の
体
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
人
間
関
係
は
ど
う
な
る
で
 あ
ろ
う
か
。
前
の
物
語
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
「
善
悪
を
知
 る
者
 」
と
人
間
が
な
 

つ
 た
と
言
っ
て
い
る
。
善
悪
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
 喜
 。
 
は
 し
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
悪
を
犯
し
な
が
 ら
 、
そ
れ
を
悪
と
認
め
 得
 

な
い
状
態
は
悲
し
む
べ
 き
 も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
 人
 殺
し
は
悪
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
に
ち
が
い
 な
い
。
神
が
人
間
の
た
 

め
に
「
善
悪
を
知
る
者
」
と
な
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
 る
の
は
、
だ
か
ら
、
右
の
よ
う
な
事
態
で
は
な
い
。
悪
が
 行
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
 

は
善
 と
名
ず
く
べ
 き
 行
為
も
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
 豊
 
口
悪
を
知
る
と
は
正
義
の
意
識
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
が
 、
そ
の
 ょ
 3
 な
意
識
が
 

(168)  48 



  

 
 

担
 
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
承
 

ス
 
ど
の
よ
う
に
反
映
す
る
こ
と
に
よ
 認

 不
承
認
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
世
に
あ
 

の
 同
じ
成
果
を
宮
 ら
 評
価
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 成
山
 

つ
て
成
立
す
る
だ
ろ
う
か
。
個
人
は
自
己
の
果
し
た
 成
 果
 に
対
す
る
社
会
の
評
価
承
認
と
し
て
成
立
す
 
U
 

る
 自
己
は
、
個
人
に
お
け
る
自
己
の
状
態
を
 、
 

ュ
 す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
価
値
（
 最
靱
 

 
 

 
 

 
 

  

    

  哲学       ていな 自己は承認がの大い つま じまる は欲求 この 過程に 主体と 得 あり を異に 生命の とは、 法 ら 、 いこと   
ば 広 岡 己 あ 通 事 現 個 そ 会 げ対と 自での な ての。 社はよ 、 ぅす 配 つこ たろ におい するも不成立 格 にお の自己 るが、 程にお 実とし われた 人であ して人 （歴史 その 器 な社ムス る社会 という 

ほ の げ 意 そ い て も つ 間 ） 官 に で こ て     
  て は ら る で し 存 在 に そ で 充 に 態 

自 、 意 の 自 あ て 在 す 生 し あ 足 お は 

己 そ 識 状 ら る 、 め る れ て る と い 
は れ と 態 の が 宮 原 こ     。 し て 愛 
自 の し の 生 、 己 埋 と そ 人 人 て は   
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て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
 

高
価
値
）
と
し
て
立
て
た
（
経
験
の
中
か
ら
択
び
出
す
 @
 」
と
に
よ
っ
て
）
そ
の
価
値
に
よ
っ
て
、
自
己
の
果
し
た
 成
果
を
評
価
承
認
す
る
 

こ
と
に
な
る
。
そ
の
評
価
承
認
に
よ
っ
て
自
己
の
人
生
 に
お
け
る
生
存
権
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
は
成
 上
 す
る
。
勿
論
、
明
確
 

な
 意
識
に
よ
っ
て
右
の
過
程
が
辿
ら
れ
る
こ
と
に
よ
 つ
 て
 自
己
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
た
と
 い
そ
れ
が
気
分
的
な
も
 

の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
お
い
て
な
り
た
 つ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
自
己
は
自
己
評
価
と
し
て
成
立
し
て
い
る
 わ
 げ
で
あ
る
か
ら
、
常
に
不
完
結
で
あ
り
、
不
安
定
で
あ
 る
 。
そ
こ
で
、
人
間
 

の
 生
存
欲
求
充
足
の
過
程
に
お
い
て
は
、
 常
 に
 自
己
の
存
在
を
確
め
よ
う
と
す
る
関
心
が
働
く
こ
と
に
 な
る
。
自
己
の
自
己
 自
 

身
に
対
す
る
評
価
究
極
に
お
い
て
は
生
存
権
「
 有
 り
 」
と
す
る
を
 確
 め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
 で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
 

ら
、
 世
に
在
る
自
己
の
行
動
に
は
、
す
べ
て
、
自
己
 中
 心
性
の
色
が
着
い
て
来
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
よ
 う
 な
 自
己
中
心
性
を
中
核
 

に
 持
つ
と
こ
ろ
の
自
己
は
他
者
と
い
か
に
関
り
を
持
つ
 か
で
あ
る
。
言
 う
 ま
で
も
な
く
、
世
に
あ
る
自
己
の
関
心
 は
、
 自
ら
の
生
存
権
の
 

保
証
で
あ
る
か
ら
、
交
わ
り
に
お
け
る
他
者
は
、
こ
れ
を
 可
能
に
す
る
限
り
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
限
り
に
 お
い
て
関
わ
り
を
持
つ
 

と
こ
ろ
の
他
者
は
、
実
は
、
自
己
に
利
用
さ
れ
て
い
る
 者
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
 こ
 こ
に
は
「
生
の
共
同
」
 

は
な
い
。
互
い
に
他
を
利
用
し
含
 ぅ
 関
係
に
お
い
て
は
、
 
表
面
に
お
い
て
外
皮
を
触
れ
合
う
よ
う
な
関
係
は
あ
る
 か
も
知
れ
な
い
が
そ
の
 

下
で
は
激
し
い
反
目
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
地
獄
と
は
 他
人
な
の
だ
 0
 

こ
の
よ
う
な
事
態
は
し
か
し
、
 

裸
 か
の
ま
ま
で
は
存
在
 し
な
い
。
「
互
に
か
み
合
い
、
食
い
合
っ
て
い
る
な
ら
、
 互
に
滅
さ
れ
て
し
ま
 

ラ
 」
（
ガ
ラ
テ
ヤ
五
・
一
五
）
で
あ
ろ
う
か
ら
、
両
立
す
 る
よ
う
な
秩
序
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
 

世
に
あ
る
自
己
の
 、
 

こ
の
秩
序
に
対
す
る
根
本
的
な
態
度
は
、
積
極
的
に
こ
 れ
を
実
現
し
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
排
し
て
 自
己
を
実
現
し
ょ
う
 と
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
秩
序
は
、
そ
し
て
正
義
は
 
常
に
自
己
の
彼
方
に
あ
り
、
自
己
を
束
縛
す
る
も
の
と
 な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
 

で
、
こ
の
よ
う
な
自
己
中
心
性
が
作
用
し
得
な
い
よ
う
 に
 法
は
法
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
世
に
在
る
 自
 己
の
生
存
は
固
定
化
し
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容 あ 
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よ 運 
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な で あ 
  
の 「 
生 世 
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目 あ 
体 つ 
が て 

負 もま 

う な 
と や 
こ み 

ろ が 
の あ 
も る 
の 」 

  
  

/@ """ ウ 
ロ 一 
が 、 一 一   
臣 一 ） 
己 
に と 

お ィ 

  けろ ニ スが   
佳 言 

背う 反と 
に き 
苦 め 
し 「 
み た 
そ や 

辞
宜
と
し
て
働
く
生
命
の
過
程
は
停
止
或
は
歪
め
ら
 

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
世
に
在
る
自
己
は
 

、
そ
の
不
完
結
性
の
故
に
不
 

%
 
 安
を
ま
め
が
れ
ず
、
「
孤
独
」
の
故
に
愛
の
不
足
 

と
し
て
の
 一
 
。
苦
悩
」
に
お
ち
こ
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
 

こ
 れ
が
「
 
罪
 と
死
の
体
」
と
し
 

      

自
然
か
ら
独
立
し
た
自
己
の
生
存
の
領
域
を
、
生
産
力
 に
 相
応
し
い
 
規
漠
 に
お
い
て
「
く
に
」
と
し
て
獲
得
し
た
 人
間
は
。
ぞ
の
新
し
 

い
 生
存
の
基
盤
に
拠
っ
て
、
自
己
を
確
立
し
た
。
こ
の
 日
 己
は
生
存
の
事
態
に
即
し
た
自
覚
内
容
と
し
て
成
立
し
 た
の
で
あ
っ
た
，
こ
の
 

こ
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
世
の
 
エ
 ト
ス
を
主
体
 化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
は
自
己
と
な
る
と
い
う
 こ
と
が
出
来
 る
て
 あ
ろ
 

ラ
 。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 世
は
事
実
と
し
て
も
、
 
意
識
に
お
い
て
も
、
人
生
の
主
で
あ
る
神
か
ら
離
れ
た
 こ
と
に
な
る
。
神
を
 、
 

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
認
め
な
い
こ
と
は
、
自
ら
を
 神
と
す
る
、
自
ら
を
主
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
 っ
 て
、
ョ
 
ハ
不
の
所
謂
 ア
 

ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
は
世
と
い
 ぅ
 事
実
的
に
神
を
容
れ
な
い
存
在
の
 エ
 ト
ス
を
主
体
的
 に
 自
ら
の
も
の
と
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
神
を
拒
否
す
る
こ
と
が
 霊
 と
し
て
存
在
に
な
っ
た
 ね
 げ
で
あ
る
。
世
に
あ
る
自
己
 は
そ
れ
故
に
悪
霊
の
座
 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
 

世
に
あ
る
自
己
は
、
自
己
自
身
で
自
己
と
な
る
こ
と
に
 よ
っ
て
、
自
己
の
本
末
性
を
潜
し
て
悪
を
行
っ
た
の
で
あ
 る
が
、
そ
の
結
果
 忙
 

出
来
な
い
、
「
孤
独
」
 
な
 自
己
で
あ
る
。
孤
独
と
は
字
の
 

。
と
 
う
 い
う
こ
と
に
な
っ
た
ろ
 う
か
 。
そ
の
結
果
の
一
つ
 は
、
 前
に
み
た
よ
 う
 に
、
自
己
は
不
完
結
不
安
定
の
故
に
 

よ
う
 に
独
り
在
る
こ
と
で
あ
り
、
 

助
 げ
な
い
こ
と
で
あ
 る
 。
「
共
に
在
る
」
こ
と
 

自
己
中
心
的
な
存
在
と
 

な
り
、
そ
の
結
果
律
法
の
下
に
囚
わ
れ
る
者
と
な
っ
た
 の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
律
法
の
覆
い
の
下
に
あ
る
自
己
は
 交
わ
り
を
持
つ
こ
と
の
 

を
 本
末
と
す
る
人
格
存
在
に
お
い
て
は
、
「
独
り
在
る
」
 こ
と
は
存
在
の
欠
如
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
自
己
の
 位
置
の
事
態
の
反
映
 と
 

し
て
成
立
し
た
自
己
は
、
自
己
の
本
来
の
生
存
の
場
で
 あ
る
人
格
に
お
い
て
も
、
人
格
の
本
来
性
に
即
し
て
機
能
 す
る
こ
と
が
出
来
ず
 、
 

「
共
に
在
る
」
べ
 き
 も
の
を
引
裂
い
て
孤
立
さ
せ
て
し
ま
 ぅ
 の
で
あ
る
。
か
く
て
、
人
格
が
不
成
立
と
い
う
こ
と
 に
な
る
と
、
人
格
を
器
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右
は
 、
教
会
が
 、
 「
そ
れ
の
克
服
に
お
い
て
、
実
存
す
る
 と
こ
ろ
の
パ
ウ
ロ
の
所
謂
「
 罪
 と
死
の
体
」
と
し
て
の
 
「
 世
 」
の
事
態
で
あ
 

る
 。
パ
ウ
ロ
に
よ
る
と
、
身
体
性
を
生
存
の
条
件
と
す
 る
 人
間
「
肉
に
よ
っ
て
生
き
る
人
間
」
１
１
 は
、
こ
 の
世
の
律
法
の
下
に
 
囚
 

わ
れ
の
 芽
 と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
自
然
的
な
「
世
に
 あ
る
自
己
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
事
態
を
言
 う
の
 で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
囚
 

わ
れ
の
身
に
あ
る
人
の
願
い
は
第
一
に
、
そ
の
状
態
か
 
ら
 解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
 
自
 由
 に
な
る
こ
と
で
あ
る
 

が
 、
そ
れ
は
単
に
束
縛
の
な
い
状
態
に
な
る
こ
と
で
は
 な
く
、
自
ら
の
本
来
性
に
帰
還
す
る
こ
と
、
本
末
の
生
存
 権
を
回
復
す
る
こ
と
で
 

あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
教
会
は
、
歴
史
的
現
実
の
 中
 で
、
本
末
の
生
存
権
を
、
信
仰
の
現
実
と
し
て
、
換
言
 
ロ
 す
れ
ば
約
束
と
し
て
 生
 

ぎ
る
と
こ
ろ
の
社
会
集
団
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
 ，
 
」
の
こ
と
を
聖
書
に
即
し
な
が
ら
し
ば
ら
く
考
え
た
い
。
 

私
た
ち
の
生
存
が
、
「
 罪
 と
死
の
体
」
で
あ
る
「
世
ヒ
 

に
 囚
わ
れ
の
 
芽
 と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
地
楡
的
な
表
 現
 で
あ
る
が
、
そ
れ
 

は
、
 私
た
ち
が
身
体
を
基
礎
と
し
、
社
会
に
お
い
て
 個
 人
 と
い
う
存
在
を
持
つ
こ
と
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
 を
 指
し
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
生
存
が
、
こ
の
よ
 う
 忙
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
 @
 
」
と
は
、
私
た
ち
が
人
間
と
し
て
生
き
る
に
は
、
こ
れ
か
 ら
 離
れ
る
こ
と
は
出
来
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
的
生
活
 
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
倫
理
性
を
欠
く
な
ら
ば
迷
信
に
 
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
 

り
 、
倫
理
性
は
生
存
の
条
件
の
正
し
い
処
理
を
措
い
て
 は
 成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
動
物
で
も
天
使
で
も
な
 い
 人
間
の
生
存
は
 、
底
 

の
底
 ま
で
倫
理
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
く
に
」
に
お
 け
 る
 生
存
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
 、
 私
た
ち
が
「
く
に
」
 

に
お
い
て
生
き
よ
う
と
す
る
と
 き
 、
既
述
の
よ
う
な
 必
 無
性
を
ま
め
が
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
聖
書
で
 謂
 3
 所
の
信
仰
は
、
自
然
 

酌
人
間
に
お
い
て
は
不
可
能
な
こ
と
に
属
す
る
。
と
い
，
 
ヮ
 こ
と
は
、
そ
の
可
能
性
は
「
 世
 」
の
中
に
は
な
い
と
い
 ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
 

さ
で
、
教
会
の
存
在
は
、
こ
の
不
可
能
を
可
能
に
す
る
 も
の
と
共
に
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
言
 う
 ま
で
も
な
く
、
 
ィ
 ニ
 ス
・
キ
リ
ス
ト
 
こ
 

      

C172) 

こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
「
み
じ
め
さ
」
 （
 ロ
マ
セ
 ・
二
四
）
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
べ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
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お
 げ
る
神
の
啓
示
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
啓
示
は
何
を
 起
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
世
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
 自
己
を
世
か
ら
解
放
し
 

て
 、
そ
の
本
末
性
に
復
帰
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
 そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
つ
た
の
か
。
イ
ェ
ス
・
 キ
 リ
ス
ト
に
・
田
道
 ぅ
 こ
と
 

に
よ
っ
て
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
山
道
 ぅ
 と
い
う
の
は
 

ニ
 ス
の
 教
説
 に
感
動
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
勿
論
 、
こ
れ
ほ
 出
 遭
い
へ
の
 

一
路
程
で
は
あ
ろ
う
が
、
 
教
説
は
、
 
人
々
を
イ
エ
ス
・
 
キ
 リ
ス
ト
に
 出
 遭
わ
し
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
奇
蹟
を
 通
し
て
だ
ろ
う
か
。
 
イ
 

ニ
 ス
が
行
っ
た
奇
蹟
は
、
た
し
か
に
大
き
な
感
動
を
捲
 き
 起
し
た
。
だ
が
、
人
々
が
 ィ
ェ
 ・
 
ス
 に
田
道
 ぅ
 こ
と
が
 出
 釆
 た
の
は
、
警
語
を
語
 

り
 、
奇
蹟
を
行
っ
た
、
そ
の
人
に
お
い
て
起
つ
た
こ
と
 に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
も
う
一
度
、
そ
れ
は
 ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
 

つ
 た
か
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
田
道
 ぅ
 と
い
う
こ
と
は
 
、
イ
エ
ス
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
自
己
を
発
見
す
る
こ
 と
で
あ
る
。
換
言
す
る
 

な
ら
ば
、
イ
エ
ス
を
主
と
告
白
す
る
こ
と
を
可
能
と
さ
 れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
「
世
に
あ
る
自
己
」
が
 、
ィ
ェ
 
ス
を
 主
と
告
白
す
る
こ
 

と
は
至
難
の
こ
と
に
属
す
る
，
イ
ェ
ス
は
 ブ
イ
リ
ポ
 
・
 カ
 ィ
ザ
 リ
ヤ
の
ほ
と
り
を
弟
子
た
ち
と
歩
い
て
い
た
と
き
 

「
人
々
は
、
わ
た
し
 

を
だ
れ
と
舌
口
つ
て
い
る
か
」
と
弟
子
た
ち
に
た
ず
ね
た
 

，
 つ
ま
り
噂
で
は
ど
 
う
 ゆ
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
 た
ず
ね
た
。
弟
子
た
ち
 

は
 答
え
た
、
人
々
は
預
言
者
の
一
人
だ
と
言
っ
て
い
る
 と
 。
そ
こ
で
イ
エ
ス
 は
 更
に
 、
 
「
そ
れ
で
は
、
あ
な
た
が
 
た
は
わ
た
し
を
だ
れ
と
 

い
 う
か
 」
と
 ぎ
 い
た
。
こ
の
時
も
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
 

ペ
テ
ロ
は
い
ち
は
や
く
、
「
あ
な
た
は
キ
リ
ス
ト
で
す
 」
と
舌
口
つ
た
（
 マ
 Ⅰ
 
ル
コ
 

八
 ・
 ニ
 セ
ー
 三
 0
 ）
。
私
た
ち
は
、
こ
こ
で
、
 

主
 告
白
 が
 起
つ
て
い
る
よ
さ
に
思
 う
 の
だ
が
、
聖
書
の
次
の
記
事
 は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
 

る
 。
こ
の
 
ぺ
 テ
ロ
の
告
白
の
直
後
、
イ
ェ
ス
は
、
「
 人
 の
子
は
必
ず
多
く
の
苦
し
み
を
受
け
、
長
老
、
祭
司
 辰
 、
 律
法
学
者
た
ち
に
捨
て
 

ら
れ
、
ま
た
殺
さ
れ
、
そ
し
て
三
日
の
後
に
 ょ
 み
が
え
 
る
こ
と
」
を
教
え
は
じ
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
ペ
テ
ロ
は
 先
 生
の
身
を
案
じ
た
の
で
 

あ
ろ
う
、
イ
ェ
ス
を
か
た
わ
ら
に
引
い
て
、
忠
告
し
た
。
 す
る
と
イ
エ
ス
は
 、
 
「
サ
タ
ン
 よ
、
引
 ぎ
さ
が
れ
。
 
お
 な
た
は
神
の
こ
と
を
 思
 

わ
な
い
で
、
人
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
」
と
 叱
漬
 さ
れ
 た
 
（
マ
ル
コ
 八
 .
 二
 -
-
1
 二
三
）
。
 私
 た
ふ
り
は
こ
こ
で
、
 イ
ェ
ス
の
 叱
 噴
の
強
烈
 

さ
を
思
 う
 の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 
主
 告
白
と
い
う
こ
と
 は
 、
程
度
の
差
と
し
て
は
起
ら
な
い
の
で
、
 

貫
 か
 偽
 か
の
 告
白
、
つ
ま
り
起
つ
て
 

か
る
か
起
つ
て
い
な
い
か
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
真
偽
 を
 決
定
す
る
も
の
は
、
イ
ェ
ス
の
十
字
架
の
死
と
復
活
 を
 、
自
己
の
生
存
に
 不
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可
 欠
の
事
柄
と
認
め
る
か
否
か
に
あ
る
。
ペ
テ
ロ
に
お
 い
て
さ
え
起
り
得
な
か
つ
た
宝
生
口
 
白
が
 、
イ
エ
ス
の
圭
一
 
別
に
認
め
ら
れ
て
い
る
 場
 

ふ
口
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
グ
ダ
 
ウ
 の
マ
リ
ア
ト
 
ト
 お
い
 十
 
Ⅰ
 で
あ
る
。
マ
リ
ア
が
 ィ
 ニ
ス
に
は
じ
め
て
遭
っ
た
の
は
、
 彼
女
が
何
も
の
と
も
 自
 

ら
を
意
識
す
る
こ
と
も
出
来
ず
 、
 世
に
反
抗
す
る
こ
と
 の
う
ち
に
、
わ
ず
か
に
生
き
る
し
る
し
を
求
め
て
い
た
と
 き
 
パ
リ
サ
イ
火
や
 字
 

者
た
ち
の
手
に
捕
え
ら
れ
て
イ
エ
ス
の
前
に
連
れ
出
さ
 れ
た
時
で
あ
っ
た
ろ
 う
 
（
ヨ
ハ
ネ
八
章
）
。
こ
の
時
 
、
ィ
 エ
 ス
に
よ
っ
て
、
現
実
 

に
 、
生
命
を
助
げ
ら
れ
た
こ
と
の
う
ち
に
、
彼
女
の
「
 主
 」
経
験
の
原
型
が
成
立
し
た
。
こ
の
原
型
が
彼
女
に
 、
 シ
モ
ン
の
家
で
、
イ
エ
 

ス
に
 香
油
を
塗
っ
て
葬
り
の
備
え
を
さ
せ
た
の
だ
っ
た
 
（
 ョ
 ハ
不
十
二
章
）
。
そ
し
て
イ
エ
ス
は
、
こ
の
行
為
を
 是
 と
さ
れ
た
の
だ
。
 だ
 

か
ら
、
イ
エ
ス
と
山
遭
う
と
ゆ
う
こ
と
は
、
イ
ェ
ス
の
 「
十
字
架
の
死
と
復
活
」
が
、
自
己
の
生
存
に
不
可
欠
で
 あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
起
る
こ
と
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
マ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
真
に
イ
ェ
ス
と
の
 出
 遭
い
が
起
つ
た
の
は
、
 ィ
 ニ
ス
の
生
前
に
お
い
て
で
は
な
 し
に
、
復
活
の
日
の
 

朝
 、
墓
場
に
お
い
て
で
は
な
か
つ
た
か
。
イ
エ
ス
の
 十
 字
 袈
の
下
に
お
い
て
も
、
 未
 だ
十
分
な
意
味
で
出
遭
い
は
 起
ら
な
か
っ
た
。
田
道
 

い
が
成
就
し
た
の
は
、
復
活
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
 と
 い
う
こ
と
は
、
啓
示
は
 、
ィ
ェ
ス
 の
十
字
架
と
復
活
に
お
 い
て
完
成
す
る
か
ら
で
 

あ
る
。
ご
め
 -
 
復
活
に
ま
で
い
た
る
事
件
に
 よ
ち
 な
れ
 げ
 。
は
完
成
し
な
い
と
こ
ろ
の
内
容
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
 
そ
の
内
客
と
い
う
の
 

は
、
 言
さ
ま
で
も
な
く
、
神
の
愛
で
あ
る
。
十
字
架
 と
 復
活
と
い
う
表
現
を
採
る
以
外
に
表
現
の
仕
方
の
な
い
 愛
 で
あ
る
。
そ
し
て
、
 こ
 

の
 愛
の
み
が
、
罪
と
死
の
体
と
し
て
の
世
か
ら
、
私
た
 ち
を
解
放
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
世
に
お
い
て
 、
律
法
の
下
に
と
り
こ
 

と
さ
れ
て
い
る
人
間
の
運
命
は
死
で
あ
る
。
そ
れ
は
 前
 に
 考
察
し
た
よ
 う
 に
 、
 世
に
よ
っ
て
自
己
決
定
を
し
た
 自
 己
は
 、
自
己
の
不
完
結
 

性
を
運
命
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
自
己
の
生
存
権
へ
の
 気
遣
い
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
、
不
安
な
生
存
を
負
わ
さ
れ
 る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
 

か
ら
自
己
中
心
性
が
出
て
 釆
る
 。
か
く
て
、
本
末
、
愛
に
 お
 げ
る
共
同
に
お
い
て
成
立
す
る
人
格
は
不
成
立
に
な
 る
 。
と
こ
ろ
が
、
人
格
と
 

い
 5
 人
倫
の
世
界
に
お
け
る
生
命
の
器
官
に
お
い
て
こ
そ
 、
人
間
本
来
の
生
命
活
動
人
間
的
な
欲
求
充
足
の
 過
程
が
可
能
に
な
 

る
の
で
あ
る
。
人
間
も
勿
論
個
体
と
し
て
は
、
身
体
を
 器
官
と
す
る
生
命
過
程
を
営
ん
で
い
る
し
、
社
会
に
お
い
 て
も
個
人
と
し
て
、
 権
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利
の
主
体
と
し
て
生
き
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
に
お
 げ
る
生
存
は
 、
 実
は
、
倫
理
的
生
活
即
ち
人
格
の
生
活
の
 基
礎
で
あ
る
に
す
ぎ
な
 

ぃ
 。
そ
れ
ほ
、
社
会
的
権
利
も
要
す
る
に
物
質
に
対
す
 
る
 支
配
 力
 に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
思
い
半
ば
 
に
す
ぎ
る
も
の
が
あ
ろ
 

ぅ
 ，
そ
れ
故
に
倫
理
の
場
で
あ
る
人
格
の
世
界
に
お
い
 て
は
じ
め
て
、
人
間
の
生
活
、
人
間
と
し
て
の
生
命
表
現
 が
 可
能
に
な
る
の
で
あ
 

る
 。
そ
し
て
、
人
格
は
愛
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
現
実
 の
 存
在
と
な
り
、
そ
こ
で
の
み
、
人
間
の
生
命
過
程
が
行
 わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 ま
 

た
、
 死
は
、
生
命
の
器
官
の
崩
壊
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
 
れ
る
。
動
物
の
生
命
は
身
体
の
機
能
が
破
壊
さ
れ
る
こ
 
と
に
よ
っ
て
死
に
い
た
 

る
 。
人
間
に
お
い
て
も
、
身
体
は
生
存
の
基
礎
条
件
で
 あ
る
か
ら
、
自
然
的
人
間
に
お
い
て
は
、
動
物
的
生
命
の
 死
 と
共
に
一
切
が
終
る
 

存
に
 関
し
て
起
る
困
難
な
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
 

ぎ
な
い
。
こ
こ
に
は
充
実
し
た
生
き
る
喜
び
は
な
い
。
 

命
 に
お
い
て
は
死
ん
で
い
る
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
 愛
 

す
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
生
存
に
お
い
て
、
身
体
的
 

圏
外
に
お
い
て
、
性
の
限
界
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
。
 

途
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
に
私
た
ち
 

的
な
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
袋
小
路
的
生
存
と
い
う
べ
 

お
い
て
は
、
前
に
み
て
 き
た
ょ
 j
r
@
 

に
、
人
格
は
成
立
し
 

は
 、
価
値
の
生
産
で
あ
る
。
自
己
は
作
ら
れ
た
も
の
に
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
人
間
に
は
「
生
け
る
 屍
 」
と
 

た
 。
彼
女
の
自
己
に
お
け
る
不
完
結
性
は
、
社
会
の
中
 

ア
 に
お
い
て
右
の
よ
う
な
袋
小
路
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
 内

生
命
の
複
雑
さ
に
出
来
す
る
。
「
世
に
あ
る
自
己
」
と
し
 

な
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
に
は
仮
想
さ
れ
た
人
間
的
 生
 

を
 失
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
人
格
が
事
実
上
崩
壊
し
て
い
る
か
 

自
己
の
存
続
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
 

ぎ
で
あ
る
。
だ
が
、
啓
示
は
、
こ
の
よ
う
な
生
存
に
 、
全
 

彼
女
の
傷
は
日
々
に
深
く
な
っ
て
い
つ
た
で
あ
ろ
う
。
 ，
 

お
い
て
、
作
る
こ
と
の
出
来
る
自
己
を
見
、
そ
こ
に
自
己
 

お
い
て
で
あ
っ
た
。
マ
リ
ア
は
「
世
に
あ
る
自
己
」
と
し
 

が
 み
た
よ
 う
 に
、
マ
リ
ア
に
お
い
て
、
 主
 経
験
の
原
型
が
 

い
う
こ
と
が
あ
る
。
動
物
的
生
命
と
し
て
は
生
き
て
い
る
 

に
お
い
て
確
証
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
 、
 

既
に
生
命
は
な
い
の
た
か
ら
、
た
だ
こ
こ
で
の
生
存
を
 」

の
時
、
イ
エ
ス
が
 現
わ
 

意
味
づ
け
て
い
る
も
の
 

存
か
 争
い
が
あ
る
に
す
 

ら
で
あ
る
。
人
間
の
生
 

、
こ
れ
の
崩
壊
は
決
定
 

成
立
し
た
の
は
、
マ
リ
 

が
 、
人
間
と
し
て
の
 生
 

社
会
の
外
に
、
人
間
の
 

て
 生
き
て
い
る
人
間
に
 

く
 別
の
方
か
ら
解
決
の
 

の
 生
存
の
意
味
を
見
出
 

て
 袋
小
路
に
生
き
て
い
 

ね
 、
彼
女
が
負
 う
 べ
 き
 律
法
の
命
令
 ｜
 石打
ち
の
 刑
 

を
 自
ら
に
負
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
生
命
は
解
 放
さ
れ
た
。
彼
女
の
自
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自
己
が
完
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
満
足
し
切
っ
た
 、
 自
己
以
外
の
も
の
を
何
も
の
も
必
要
と
し
な
い
も
の
に
 な
る
 よ
う
 に
考
え
ら
れ
 

不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
完
結
す
る
と
 ゆ
 ぅ
 こ
と
は
完
全
な
形
に
も
ど
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
 よ
 う
 に
考
え
る
と
 き
 、
 

を
 説
明
す
る
も
の
は
「
完
結
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
 い
 か
な
る
こ
と
が
を
知
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。
不
完
結
 性
 と
ゆ
・
 
つ
 め
は
、
何
か
 

あ
る
。
マ
リ
ア
に
お
こ
う
た
こ
と
は
、
つ
づ
い
て
、
 弟
 子
 た
ち
に
も
起
つ
た
。
か
く
て
四
十
旧
の
後
、
ペ
ン
テ
コ
 ス
テ
 に
お
い
て
、
多
く
 

0
 人
た
ち
に
お
い
て
、
不
完
結
社
自
己
が
完
結
せ
し
め
 ら
れ
た
。
こ
こ
に
教
会
が
は
じ
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
世
に
 あ
る
自
己
の
不
完
結
性
 

が
 、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
完
結
さ
せ
ら
れ
た
 と
こ
ろ
、
そ
こ
に
教
会
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
 

自
己
の
不
完
結
性
が
完
結
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
何
 故
に
教
会
と
い
う
社
会
集
団
の
成
立
が
可
能
に
な
る
の
だ
 ろ
 う
か
 。
こ
の
こ
と
 

れ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
心
に
キ
リ
ス
ト
の
像
が
成
 っ
 た
の
で
あ
り
、
彼
女
は
新
し
く
造
ら
れ
た
者
、
復
活
し
た
 自
己
と
な
っ
た
 ね
げ
 で
 

こ
こ
で
 出
 遭
い
が
起
つ
た
。
葬
り
の
備
え
を
涙
の
う
ち
 に
し
た
マ
リ
ア
は
、
十
字
架
の
下
に
お
い
て
、
前
に
も
ま
  
 

思
い
に
 聞
 さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
復
活
の
イ
エ
ス
 に
 遭
っ
た
 と
き
 、
彼
女
は
そ
こ
に
完
全
な
赦
し
に
遭
 う
ナ
 し
と
 

マ
リ
ア
は
知
っ
た
 
、
 生
け
ろ
の
よ
う
な
、
余
計
者
の
自
分
 に
さ
え
、
イ
エ
ス
の
生
命
が
 賭
 げ
ら
れ
た
こ
と
を
。
 
こ
 の
 

全
に
 
「
世
の
霊
」
「
く
に
」
に
依
存
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
択
ん
だ
自
己
の
霊
す
な
わ
ち
 悪
 

が
 彼
女
に
臨
ん
だ
の
だ
。
彼
女
は
「
 世
 」
に
お
い
て
で
 は
な
く
、
「
キ
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
生
き
る
者
と
自
己
を
 決
 

は
 世
の
 
エ
 ト
ス
を
捨
て
、
キ
リ
ス
ト
の
心
を
自
ら
の
も
 の
と
す
る
よ
う
に
自
己
を
決
定
し
た
。
キ
リ
ス
ト
と
同
一
  
 て

 絶
望
に
近
い
暗
い
 

が
出
来
た
。
こ
こ
で
 

時
、
マ
リ
ア
か
ら
 完
 

霊
が
去
っ
て
、
聖
霊
 

定
 し
た
。
即
ち
彼
女
 

霊
 に
生
き
る
者
と
さ
 

「
マ
リ
ア
 ょ
 !
 」
と
い
う
呼
び
か
け
で
彼
女
は
、
い
ま
ま
 で
 墓
守
り
だ
と
思
っ
て
い
た
人
に
「
ラ
ボ
 ニ
 l
 」
と
 応
 え
る
こ
と
が
出
来
た
。
 

己
 は
こ
こ
で
完
結
さ
せ
ら
れ
た
。
も
は
や
彼
女
は
 、
自
 分
 で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
か
ら
与
え
ら
れ
 た
 生
命
を
生
き
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
彼
女
に
新
し
い
自
己
意
識
を
 生
ん
だ
。
こ
こ
に
全
く
新
し
く
な
っ
た
自
己
意
識
と
と
も
 に
、
 新
し
い
自
己
が
 誕
 

生
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
マ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
完
全
 に
 新
し
い
自
己
が
「
 罪
 と
死
の
体
」
の
中
か
ら
復
活
す
る
 の
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
 

の
と
 ぎ
で
あ
っ
た
。
マ
リ
ア
は
墓
場
で
イ
エ
ス
に
遭
 
っ
 た
 。
し
か
し
、
墓
は
何
も
マ
リ
ア
に
教
え
は
し
な
か
つ
 
た
 。
こ
こ
で
イ
ェ
ス
の
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る
 。
勿
論
、
完
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
欲
求
が
充
足
さ
 れ
た
状
態
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
世
に
あ
る
 自
己
が
イ
エ
ス
・
 キ
け
 

ス
ト
に
遭
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
完
結
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
と
 き
 、
そ
こ
で
充
足
さ
れ
る
欲
求
は
、
自
己
の
生
存
権
の
 根
拠
を
求
め
る
欲
求
で
 

あ
る
。
そ
の
欲
求
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
 死
 と
復
 清
 に
お
い
て
充
足
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
生
存
 に
は
、
神
の
子
の
生
命
 

が
 賭
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
 る
 。
こ
の
こ
と
は
、
自
己
の
生
存
権
は
人
生
に
お
い
て
 
本
来
性
を
持
つ
も
の
で
 

あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 と
 自
己
と
の
間
に
成
立
し
た
関
係
が
本
来
的
な
も
の
で
 あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
 

な
る
。
こ
こ
で
自
己
は
 、
 自
ら
の
生
存
権
は
絶
対
的
に
 保
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
気
遣
う
必
要
が
な
 く
な
る
。
そ
れ
故
に
自
 

己
の
生
存
の
気
分
で
あ
る
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
て
平
安
 が
 訪
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
自
己
の
生
存
が
イ
エ
ス
 ・
キ
リ
ス
ト
の
生
命
を
 

賭
し
て
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
ゆ
 う
 こ
と
は
・
 掛
 替
 の
な
い
も
の
を
賭
し
て
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
 、
自
己
が
そ
れ
に
相
応
 

し
い
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
保
証
さ
れ
た
自
己
 の
 と
る
べ
 き
 態
度
は
、
そ
の
愛
に
相
応
し
い
も
の
と
し
て
 生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
 

イ
エ
ス
は
、
「
父
が
め
た
じ
を
愛
さ
れ
た
よ
 う
 に
 、
わ
 た
し
ぱ
あ
な
た
が
た
を
愛
し
た
の
で
あ
る
」
（
ヨ
ハ
ネ
 一
 五
 ，
九
）
「
わ
た
し
が
あ
 

な
た
が
た
を
愛
し
た
 よ
う
 に
、
あ
な
た
が
た
も
互
に
愛
 し
 合
い
な
さ
い
」
（
 ョ
 ハ
不
一
五
・
一
二
）
と
舌
口
つ
て
い
 
る
 。
こ
こ
で
「
愛
し
合
 

い
な
さ
い
」
と
命
令
の
形
で
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
 は
、
 愛
さ
れ
た
者
と
し
て
与
え
ら
れ
た
可
能
性
に
お
い
て
 言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
愛
は
イ
エ
ス
を
離
れ
て
は
不
可
能
な
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
は
 ィ
ヱ
ス
 が
 、
 「
わ
た
し
か
ら
離
れ
て
は
、
あ
な
 
た
が
た
は
何
一
つ
で
 き
 

な
い
」
と
い
う
通
り
で
あ
り
、
ま
た
「
人
が
わ
た
し
に
 っ
 な
が
っ
て
お
り
、
ま
た
わ
た
し
が
そ
の
人
と
っ
な
が
っ
 て
お
れ
ば
、
そ
の
人
は
 

実
を
豊
か
に
結
ぶ
よ
う
に
な
る
」
（
ヨ
ハ
ネ
一
五
・
五
）
 と
 舌
口
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
か
く
て
、
自
己
は
 イ
 エ
 ス
・
キ
リ
ス
ト
に
 、
 

群
 
そ
の
も
の
と
し
て
山
道
 ぅ
 こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
 の
 不
完
結
性
は
克
服
さ
れ
、
愛
の
交
わ
り
が
可
能
に
な
る
 の
で
あ
る
。
こ
こ
で
可
能
に
 

恕
さ
れ
た
交
わ
り
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
 

ト
の
 霊
を
共
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 聖
 霊
の
交
わ
り
が
可
能
に
な
っ
 

 
 

ぅ
 こ
と
は
を
そ
の
心
を
心
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
 。
交
わ
り
に
あ
る
相
互
が
 、
 

 
 

キ
 
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
 愛
 

他
の
生
存
の
 た
め
に
自
己
の
生
命
を
賭
け
る
愛
に
よ
っ
て
い
る
と
 ぎ
 、
そ
こ
に
二
人
の
者
が
一
体
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と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
真
の
意
味
に
お
 い
て
孤
独
は
解
消
し
、
人
倫
が
回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 こ
の
回
復
さ
れ
た
人
倫
 

に
お
い
て
人
格
が
成
立
す
る
，
人
格
が
成
立
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
の
欲
求
充
足
の
過
程
が
可
能
に
 な
る
わ
け
で
あ
る
。
 
そ
 

れ
 故
に
 、
 愛
の
不
足
に
 よ
 る
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
 

二
 律
 背
反
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
不
完
結
性
が
め
 元
結
す
る
の
で
あ
る
。
 

右
の
よ
う
に
、
各
人
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
山
道
 い
に
よ
っ
て
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
な
が
れ
る
こ
と
 に
よ
っ
て
「
一
体
」
 

と
な
る
交
わ
り
、
こ
れ
が
「
キ
リ
ス
ト
の
 体
 」
な
る
教
会
 
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
キ
リ
ス
ト
の
 
体
 」
と
は
、
世
に
在
 る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
 

ス
ト
に
在
る
者
ど
も
の
社
会
集
団
の
こ
と
で
あ
る
。
前
に
 引
用
し
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
一
五
章
の
葡
萄
の
木
の
讐
 に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
 

は
木
そ
の
も
の
で
あ
り
、
弟
子
た
ち
は
枝
で
あ
る
。
 こ
 れ
は
 幹
と
 枝
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
キ
リ
ス
ト
の
 体
と
 
舌
口
わ
れ
る
り
八
つ
の
は
、
 

屋
朋
出
 

と
し
て
キ
リ
ス
ト
が
天
に
在
り
、
教
会
は
地
上
に
お
 け
 る
そ
の
 体
 と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
 体
 と
い
 ぅ
 の
は
、
キ
リ
ス
ト
に
 

存
在
根
拠
を
持
つ
社
会
、
即
ち
組
織
体
の
意
で
あ
る
。
 勿
 

キ
リ
ス
ト
を
頭
、
教
会
を
そ
の
 体
 と
す
る
表
現
が
 あ
る
が
、
こ
れ
は
両
者
 

の
 離
れ
難
い
関
係
を
言
っ
た
ま
で
で
あ
っ
て
 、
 右
の
意
 味
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
止
に
、
キ
リ
ス
 ト
と
 キ
リ
ス
卜
者
と
の
 

関
係
は
木
と
枝
々
と
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
、
枝
を
 無
視
す
る
と
 き
 、
 ホ
 と
い
う
存
在
は
な
い
。
だ
か
ら
、
 

キ
 リ
ス
ト
の
体
を
離
れ
て
 

別
に
キ
リ
ス
ト
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
 体
 即
ち
教
会
が
キ
リ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
復
活
の
後
に
 、
 私
た
ち
が
そ
こ
で
山
道
 

ぅ
 こ
と
の
出
来
る
キ
リ
ス
ト
自
身
な
の
で
あ
る
。
 

と
言
 つ
て
も
、
別
に
神
秘
な
こ
と
を
舌
ロ
 
ぅ
 の
で
は
な
い
。
前
に
 触
れ
た
 よ
う
 に
、
教
会
 

は
 キ
リ
ス
ト
の
像
を
内
に
持
つ
 
へ
 聖
霊
に
生
き
る
）
者
 た
ち
の
組
織
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 ほ
 歴
史
的
社
会
の
中
へ
 

の
神
の
人
と
な
り
て
の
現
わ
れ
で
あ
る
よ
 う
 に
（
神
の
愛
 ）
、
教
会
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
的
社
会
へ
 の
 、
組
織
体
と
な
っ
て
 

の
 現
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
か
ら
再
臨
 ま
で
の
間
、
昇
天
後
に
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
 伐
 っ
て
派
 遣
さ
れ
る
こ
と
を
約
束
 

さ
れ
た
聖
霊
な
の
で
あ
る
。
教
会
の
成
員
が
 、
 真
に
 キ
 リ
ス
ト
に
在
る
限
り
、
教
会
は
、
聖
霊
に
生
き
る
者
た
ち
 0
 社
会
集
団
で
あ
り
、
 

そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
の
体
で
あ
る
。
 

教
会
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
に
 伐
 っ
て
遣
わ
 さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、
世
に
あ
っ
て
は
イ
エ
ス
 

キ
リ
ス
ト
と
そ
の
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運
命
を
共
に
し
な
れ
け
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
教
会
の
 

生
命
と
使
命
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
教
会
は
 

ィ
 ニ
ス
 ・
キ
リ
ス
ト
が
世
に
あ
 

っ
 て
 受
 げ
ら
れ
た
と
同
じ
苦
難
に
遭
わ
な
れ
 

げ
 ば
な
ら
 な
い
。
し
か
も
そ
の
苦
難
に
耐
え
っ
 
っ
 生
き
な
け
れ
ば
な
 
ら
な
い
。
こ
こ
に
教
本
 

ム
 

の
働
 ぎ
が
現
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
 
ょ
 5
 な
働
 き
 は
 様
々
な
様
相
を
と
る
が
、
そ
の
 
一
 っ
と
し
て
私
た
ち
が
 
考
察
の
対
象
と
す
る
 
哲
 

学
 も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
（
未
完
）
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

，
Ⅰ
Ⅱ
 



  

て
 重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
同
じ
時
 期
 に
お
け
る
他
の
諸
体
系
か
ら
も
当
然
つ
よ
い
関
心
を
向
 げ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
 

と
が
想
像
せ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
学
派
が
 他
の
学
派
乃
至
宗
派
と
論
難
往
復
し
た
実
例
は
、
そ
の
 姉
 妹
 学
派
て
あ
る
 ヴ
ヱ
｜
 

ダ
 ー
 ン
タ
 （
 
づ
亀
コ
荻
 ）
学
派
と
比
較
し
て
も
、
決
し
 て
 多
い
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
 ミ
 １
％
 ｜
 ン
サ
ー
学
派
本
来
の
 

目
的
が
、
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ャ
 人
 古
来
の
祭
祀
を
意
義
 つ
げ
体
系
化
す
と
い
う
、
実
践
的
指
向
の
つ
よ
い
も
の
で
 あ
っ
た
た
め
、
そ
の
 所
 

廻
 
論
 
斧
論
 

萄
 
ら
れ
る
。
 

が
他
の
哲
学
的
宗
教
的
体
系
と
共
通
す
る
論
議
 

の
場
を
も
つ
こ
と
が
比
較
的
 勘
 な
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
 っ
た
 、
と
い
う
事
情
が
考
え
 

を
こ
の
事
情
は
、
仏
教
と
の
関
係
に
お
い
て
殊
に
 い
ち
じ
る
し
い
。
仏
教
の
側
か
ら
こ
の
学
派
を
概
括
的
に
 と
り
上
げ
た
主
な
も
の
は
、
 

 
 

覚
 
次
に
掲
げ
る
大
乗
仏
教
の
二
論
 者
 が
そ
の
最
た
る
 も
の
で
あ
り
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
側
か
ら
、
仏
教
 を
と
り
上
げ
た
の
は
、
後
期
 

 
 

我
の
註
釈
家
が
仏
教
の
論
理
学
者
と
 

論
 許
し
て
い
る
 ほ
か
概
括
的
批
判
は
見
ら
れ
な
い
。
仏
教
側
の
 
ミ
 ー
 マ
 ｜
 ン
サ
ー
 説
 批
判
の
論
 著
と
 

 
 

と
そ
れ
に
基
づ
く
体
系
が
、
古
代
・
中
世
の
イ
ン
ド
 

思
 恵
果
に
お
い
て
極
め
 

友 

  
我 
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ま
、
 

 
 

目
 ロ
ワ
円
陣
山
ぽ
 

せ
 が
 ヨ
 の
 左
ゅ
 
。
ゴ
唄
 

隼
 申
せ
 
帥
 
・
せ
心
ま
占
が
Ⅱ
 

ガ
ど
せ
ゆ
面
，
コ
 

中
観
心
論
詰
屈
 
択
炎
ヒ
 
。
す
な
わ
ち
「
中
観
心
論
 
口
 に
対
 す
る
 バ
 ヴ
ィ
 ヤ
 （
㏄
 
ゴ
が
 
・
 

せ
せ
曲
 

）
の
自
註
。
（
 

2
 ）
こ
の
書
の
第
九
章
が
「
 
弥
曇
沙
 （
 
呂
 Ⅰ
 
日
ゅ
 
ち
の
 
倒
 ）
の
真
実
を
決
択
す
る
こ
と
に
入
る
 
甘
帥
 
」
（
 し
 づ
 Ⅱ
 0
 コ
 
・
 
つ
い
 
・
 
づ
 0
 
は
卍
隼
 
e
 
｜
 

オ
ブ
 
9
 臣
甲
撰
弍
的
 

こ
の
 
ロ
 ・
下
日
 
す
か
隼
 

・
 
づ
 p
.
 
ヴ
 p
.
 
ぽ
 ）
由
り
て
 

帥
 ）
で
、
 ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
概
括
的
批
評
を
行
っ
て
い
る
 

 
 

 
 

 
 

説
 相
を
観
察
し
た
 
上
 

㈲
 
紺
音
ぃ
 
r
a
 
ガ
ゆ
田
 

Ⅰ
 
a
 
:
 

円
の
（
 

侍
つ
い
 

の
ゆ
か
 

浅
注
 ヂ
寂
 護
 「
 
摂
 真
実
論
 

J
]
,
 

本
書
の
第
九
章
（
 

蔵
訳
 で
は
第
八
章
）
が
 
、
 。
 緯
 円
ヨ
 
倒
ヨ
 
の
の
 
づ
キ
 
円
ガ
 
が
｜
 

迂
舘
日
 自
守
 苧
銭
 曲
ゆ
 

p
,
 

「
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
の
 

遍
計
す
 る
 我
の
研
究
」
で
、
こ
こ
で
は
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
ラ
ク
シ
 

タ
 
（
六
八
 
0
1
 セ
四
 

0
 年
頃
）
と
そ
れ
を
註
釈
し
た
 
ヵ
マ
 ラ
シ
ー
ラ
（
 
内
 リ
ョ
 
が
 下
総
 下
 蓮
華
 戒
 ・
 七
 0
0
 ｜
 七
五
 0
 年
頃
）
と
に
 ょ
っ
 て
 、
ミ
ー
マ
ー
ン
 
サ
 

で
、
対
照
的
に
考
察
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
 れ
に
よ
り
、
八
世
紀
イ
ン
ド
に
お
け
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
 

哲
学
の
、
い
か
な
る
部
 

方
 が
他
の
学
派
の
関
心
事
で
あ
っ
た
か
と
い
う
事
実
を
 

知
る
一
端
を
摘
み
え
よ
う
と
思
 
う
 。
 

そ
こ
で
、
タ
ッ
ト
 
ヴ
ァ
 ，
サ
ン
グ
ラ
ハ
で
と
り
上
げ
る
 

ア
ー
ト
マ
ン
論
を
観
察
す
る
前
に
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
 

ス
ー
ト
ラ
自
身
が
述
 

べ
 ろ
 ア
ー
ト
マ
ン
論
の
特
徴
を
要
約
し
て
、
後
の
観
察
 

を
 容
易
に
し
た
い
と
思
 
う
 。
 

ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
ス
ー
ト
ラ
に
お
い
て
は
、
 

ヴ
ヱ
｜
 ダ
 聖
典
 生
 記
さ
れ
て
い
る
祭
祀
を
正
し
く
実
行
し
、
そ
れ
 

に
よ
っ
て
解
脱
を
得
 

る
こ
と
が
第
一
の
目
的
と
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
 

、
ス
 ｜
ト
ラ
 に
お
け
る
す
べ
て
の
徳
目
や
規
範
は
、
こ
の
 

日
 的
に
と
っ
て
 主
 （
忌
寸
 

ロ
 ゴ
岡
コ
 

帥
 ）
で
 

め
る
か
、
 

中
 

従
 （
が
 
つ
 Ⅱ
が
 
ロ
 ア
リ
コ
が
）
で
あ
る
か
 

@
 
に
 応
じ
て
分
類
せ
ら
れ
る
。
祭
祀
に
と
っ
て
主
要
な
る
 

も
の
は
教
令
（
の
（
旨
 

い
コ
ゆ
 

）
 

で
あ
り
義
務
（
 
ぬ
ま
ヨ
帥
 
）
で
あ
る
が
、
附
随
的
な
意
義
 
を
 有
す
る
に
止
ま
る
も
の
は
補
遺
（
 

絆
遷
 ）
と
せ
ら
れ
 る
 。
 

か
か
る
観
点
に
従
 
5
 と
 き
 、
祭
祀
の
対
象
た
る
神
も
 
、
侭
 が
 
祀
を
行
 う
 上
で
の
材
料
（
住
が
せ
 

せ
 が
）
の
一
つ
と
し
て
 
、
す
な
わ
ち
道
具
と
 

し
て
補
助
的
な
意
義
し
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
 

℡
・
Ⅰ
・
 工
 以
下
）
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
祭
祀
の
主
 

体
 た
る
 我
 （
ア
ー
ト
マ
 め 1 (181) 
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Ⅰ
 
 
 
 
 

 
 

 
 

蚕
 
牛
乳
 
"
 

 
 
。
 
 
 

 
 

釈
義
な
り
。
他
の
場
合
に
お
け
る
が
ご
と
し
。
 と
 ジ
ャ
イ
ミ
ニ
は
い
え
り
。
 

 
 

キ
ッ
ド
聖
典
の
中
に
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
識
す
べ
 

き
こ
 と
を
教
え
、
ま
た
そ
の
認
識
 

捷
の
果
報
な
る
も
の
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
 
文
句
は
、
祭
事
を
規
定
す
る
 
儀
規
 （
乱
山
 

巨
 ）
の
文
の
補
 遺
 （
 
紺
母
 ）
で
あ
り
、
釈
義
 

舶
 
（
 
簿
 
臣
下
の
せ
 

倒
 Ⅰ
が
）
の
中
に
含
め
ら
る
 

べ
 ぎ
で
あ
る
。
 と
い
 ・
 
っ
 こ
と
に
な
る
，
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
祭
祀
の
材
 

料
 、
浄
化
法
、
祭
式
を
説
 い
 

 
 

我
 
て
い
る
文
句
が
釈
義
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
 

（
ア
 
i
 ト
マ
ン
の
認
識
は
祭
事
の
）
補
遺
な
る
が
故
に
 

、
 （
ア
ー
ト
マ
ン
の
認
識
の
果
報
を
説
く
文
句
は
）
、
人
間
 

の
 （
目
的
の
為
の
）
 

  

（
 
4
 ）
 

を
 引
証
し
て
い
る
。
 

         
   

6
 
ま
 

シ
 ）
に
対
す
る
観
方
の
上
に
も
現
わ
れ
て
来
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
 

祭
祀
の
結
果
得
ら
れ
る
新
得
力
（
申
せ
 

ロ
 Ⅱ
 
セ
リ
 
）
は
 我
 （
 
樫
 宵
 の
口
）
の
中
に
生
ず
る
潜
勢
的
な
力
で
あ
り
、
し
か
も
 

祭
 
 
 

誠
 に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
祭
祀
を
な
 

す
 準
備
と
し
て
我
に
関
す
る
知
識
が
必
要
な
こ
と
は
こ
の
 

学
派
も
認
め
て
い
た
。
（
 

し
か
し
人
生
の
目
的
（
（
 

ヰ
拭
日
 も
は
祭
祀
を
な
す
こ
と
 に
 存
す
る
の
だ
か
ら
、
我
に
関
す
る
哲
学
的
知
識
の
 

ゾ
 
」
と
ぎ
は
単
に
そ
れ
に
 

対
 

す
る
補
充
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
し
、
我
に
関
す
る
 

知
 誠
 に
は
そ
れ
自
身
独
立
の
果
報
は
な
 
い
 、
と
せ
ら
れ
る
（
 
1
 
,
 
a
 
Ⅰ
 
Ⅰ
・
 
ト
バ
 

V
 
）
。
 

ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
ス
ー
ト
ラ
Ⅱ
の
Ⅰ
は
 
紺
 
ゆ
が
論
と
い
 
ぅ
 べ
く
、
Ⅱ
 
u
 の
 4
 に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
り
 
0
 口
目
付
 に
つ
づ
い
て
、
何
が
 

人
の
 

）
）
 

&
 p
q
 

回
ド
に
と
っ
て
紋
櫛
で
あ
る
か
を
詳
細
に
 

論
じ
て
い
る
。
 

材
料
（
 隼
 （
が
せ
 

舌
 ）
、
性
質
（
 
橿
 中
苗
）
、
浄
化
 

式
 （
 
窪
ち
綜
 岡
田
）
等
は
か
の
巾
が
で
あ
り
（
面
・
 

エ
，
 3
 ）
、
祭
祀
の
 
行
為
（
 下
 （
 
ヨ
簿
 
）
 さ
 

え
 、
そ
れ
が
 果
 （
 
宮
屋
田
 
）
を
目
的
（
 
芸
 （
 
窯
 こ
と
す
る
 場
合
は
紺
 蓄
 で
あ
る
（
 
4
 ）
 
、
 果
も
ま
た
③
笘
で
あ
 り
 （
 
5
 ）
、
人
間
も
ま
た
 

か
の
ゅ
 

が
で
あ
る
（
 6 ）
。
ス
ー
ト
ラ
作
者
は
材
料
、
性
質
 

、
浄
化
 式
等
 は
っ
ね
に
副
次
的
で
あ
る
が
、
行
為
者
、
行
 

為
は
 果
と
結
び
つ
か
ぬ
 

と
 ぎ
は
主
と
な
り
え
・
果
を
目
的
と
す
る
と
き
に
は
 

従
、
 副
次
的
（
 
か
 
名
簿
）
と
な
る
、
と
い
つ
て
い
る
（
の
 

リ
 
す
の
（
の
の
 

く
ゆ
 
Ⅱ
 P
 
田
コ
曲
 
ら
目
 ，
い
，
轄
 

）
。
 

ス
ー
ト
ラ
の
こ
の
思
想
は
、
地
学
派
に
も
よ
く
知
ら
れ
 

て
い
た
。
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
は
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
の
見
解
 

と
し
て
、
次
の
文
句
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Ⅰ
 
廿
 
@
 

レ
，
 

・
 

ん
 

 
 

  

 
 

か
く
の
ご
と
く
、
ス
ー
ト
ラ
乃
至
ジ
ャ
 ィ
 ミ
ニ
に
お
い
 
て
は
、
我
は
た
だ
単
に
祭
祀
を
行
 う
 主
体
と
し
て
、
従
属
 的
 
（
の
 
ぢ
 r
a
 

口
ぽ
 

卸
口
曲
 
）
 

に
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
 ょ
 う
 に
祭
祀
の
道
具
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
た
限
り
、
 

我
は
完
全
な
道
具
で
な
 

げ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
の
特
徴
的
 な
歌
 観
 が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
 

ス
ー
ト
ラ
の
或
る
箇
所
で
は
、
こ
の
問
題
を
、
不
具
者
 
は
 祭
祀
を
行
い
う
る
か
否
か
 7
.
 と
い
う
が
 年
 す
か
 
ア
 の
（
が
 
ゆ
 が
 と
し
て
取
り
上
げ
 

論
じ
て
い
る
。
 

ま
ず
 肢
 
（
 ぎ
笘
 ）
 な
ぎ
 も
の
で
も
、
祭
祀
を
行
 う
 こ
と
 が
で
き
る
と
認
め
る
 グ
 
Ⅶ
・
Ⅰ
・
 
虹
 ）
，
し
か
し
生
れ
な
 
ゼ
 T
 ら
に
（
仁
ヰ
 
で
簿
 
ヰ
ヰ
 
捧
 
）
 

不
具
な
る
者
は
祭
祀
を
行
 う
 こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
れ
 は
 祭
祀
の
主
体
た
る
我
が
不
完
全
で
あ
る
か
ら
（
 乾
 ）
 と
 し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
 

の
 命
題
は
一
見
相
反
す
る
 よ
う
 で
あ
る
が
、
正
統
バ
ラ
 モ
 ノ
 た
る
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
の
 手
説
 と
し
て
は
や
は
り
 筋
 の
通
っ
た
も
の
で
あ
 

る
 。
第
一
の
主
張
は
、
上
位
三
姓
の
す
べ
て
に
祭
祀
の
 可
能
性
を
約
束
せ
ね
ば
な
ら
な
い
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
第
一
 義
 的
要
請
に
応
え
る
も
 

の
と
し
て
当
然
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
発
言
で
あ
る
，
 第
 二
の
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
バ
ラ
ス
ヴ
ァ
ー
ミ
ン
が
 、
 
「
す
べ
て
の
操
作
は
 
、
 

祭
り
と
結
合
（
 紺
 屯
せ
の
的
の
）
し
て
お
り
、
も
し
一
つ
の
 操
作
が
不
治
の
病
を
患
 5
 人
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
な
ら
 、
 祭
り
全
体
が
無
用
に
 

な
る
か
ら
、
か
か
る
人
は
祭
り
を
行
い
え
 ね
 」
と
註
記
 
（
が
四
白
。
 
P
 。
か
め
）
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
 
あ
ろ
う
。
 

以
上
に
よ
っ
て
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
・
ス
ー
ト
ラ
の
 我
 
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
 込
珊
は
 
、
祭
祀
と
い
う
 つ
 Ⅱ
が
ぬ
下
村
 

コ
 が
に
 対
し
、
あ
く
ま
で
も
 

沖
つ
 
「
が
ぬ
甘
ゆ
 

コ
 が
と
し
て
そ
の
必
要
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
 こ
と
、
し
か
し
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
が
祭
祀
 
実
 行
 に
不
可
欠
な
構
成
 要
 

素
 と
な
す
こ
と
は
疑
い
え
ぬ
事
実
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
 つ
た
。
す
な
 
ね
 ち
、
そ
こ
で
は
、
我
は
祭
祀
実
行
と
い
う
 至
上
目
的
に
対
し
て
、
 

道
具
と
し
て
完
全
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
正
統
 イ
ン
ド
哲
学
の
伝
統
に
立
つ
祭
祀
哲
学
の
我
論
が
展
開
 
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

で
は
、
こ
の
 
我
論
は
 、
仏
教
の
側
か
ら
は
、
い
か
な
る
仝
 
忌
味
 に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

タ
ッ
ト
 ヴ
ァ
 
・
サ
ン
グ
ラ
ハ
第
二
二
二
侮
か
ら
第
二
八
 匹
偶
に
至
る
六
四
偶
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
 ミ
｜
 マ
ー
ン
 サ
ー
と
の
我
に
関
す
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我と 覚 とを廻る論 課 

る   
結                       孟で 」、 ・ 

楽 
享 

  
が る 化 
そ こ す 
の と る 
結 と の   
果 も と   
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我と 覚 とを廻る論 譚 

よ （ zz27  3 音 
り ） 真 
成 さ 実 
る ら 論 

申弼星 卸 我（ 、他 に 

臣 コ ヲ が 一 一 

の逼 計 ）を 主 たち（ 本 

文 

  
（ 

遠離 ぴ巨 Ⅰ せ すい） （ 
で、 ぢ 

あ ， ㎡ 

る o8 （ 田 ） ，   
と 

随 
木   
  
がコ 

  
幅 が 

コド が   

と 

よ 

  
成 
  

荻 5GZ- 

  
  
のぎ 

曲目 

せの   
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を
 享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
 故
 に
 c
a
 

～
（
 

リ
コ
せ
 
が
は
先
行
す
る
行
為
一
切
の
結
果
を
享
受
す
 る
た
め
に
継
続
的
で
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

仏
教
側
は
反
駁
す
る
。
苦
楽
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
 多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
取
る
霊
は
、
そ
の
形
の
異
る
に
 応
じ
て
異
な
ら
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
異
な
る
ひ
と
 び
 と
の
霊
は
 、
た
 だ
 単
に
そ
れ
ら
が
異
な
る
形
を
と
る
と
い
う
故
を
も
つ
 て
 お
互
い
に
相
異
な
る
と
 

考
え
ら
れ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
 

第
三
の
議
論
に
お
い
て
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
の
ひ
と
び
 と
 は
 主
張
す
る
。
こ
の
我
は
、
異
時
に
異
条
件
の
下
に
経
験
 さ
れ
る
主
体
と
同
一
 

に
 感
ぜ
ら
れ
る
識
に
よ
っ
て
さ
ら
に
立
証
さ
れ
る
。
 
永
 遠
 な
る
我
が
認
め
ら
れ
ぬ
限
り
、
刹
那
変
化
す
る
一
切
 に
 同
一
を
保
つ
の
は
 何
 

か
 。
こ
れ
ら
の
経
験
は
す
べ
て
、
永
遠
に
し
て
 
0
 乱
蕾
コ
 
舌
の
形
を
と
る
一
個
の
我
に
関
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
側
は
反
駁
す
る
。
相
異
な
る
 経
 験
の
中
に
あ
っ
て
同
一
を
保
つ
 我
 な
る
も
の
は
あ
り
え
な
 い
 。
何
と
な
れ
ば
、
 

他
 の
一
切
の
知
識
同
様
、
我
も
ま
た
対
象
な
し
に
生
起
 す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
我
は
、
継
続
的
な
 働
 ぎ
に
 ょ
つ
 て
 自
ら
永
続
的
と
感
 ず
 

る
識
 （
 
乱
 嵌
り
 
コ
曲
 
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
 る
 。
そ
し
て
、
こ
の
識
の
働
き
も
、
時
時
 
行
 な
わ
れ
る
 の
で
あ
っ
て
常
時
に
行
 

な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
 

以
下
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
論
旨
の
展
開
を
眺
め
て
行
く
 

（
 
6
 ）
 

ナ
 
」
と
と
す
る
。
た
だ
し
今
は
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
ラ
ク
シ
 タ
 の
 本
頚
 の
み
を
掲
げ
、
 

カ
マ
 ラ
シ
ー
う
の
註
釈
は
須
要
な
る
も
の
に
限
っ
て
 註
 記
す
る
に
止
め
た
。
 

  

臣 

  



  

  

（
 
牡
 ）
恰
も
蛇
に
つ
い
て
、
 轄
 局
の
位
が
滅
し
て
そ
の
 直
 後
に
真
直
の
位
が
生
ず
る
が
、
し
か
し
 蛇
 性
は
継
続
す
 る
 （
が
如
し
）
。
 

（
 
拙
 ）
同
様
に
 、
 我
は
常
住
（
田
田
せ
が
）
で
 

霊
 （
 
8
 ～
 
e
p
 
ロ
せ
 
曲
 ）
を
自
性
（
阻
き
 宙
ぺ
簿
 
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
 そ
の
 相
 と
全
く
離
れ
る
 

  

（
 
9
 ）
 

官
円
 
甘
い
の
 

り
 
曲
尽
臣
で
 

曲
づ
田
ゆ
 

曲
目
 け
レ
 と
か
、
ま
た
は
全
体
が
継
 続
 す
る
（
の
 
曲
 「
 
せ
 p
 の
Ⅱ
 
錘
コ
仁
幅
 

申
伍
 簿
 ）
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
  
 

（
 
援
 ）
む
し
ろ
、
そ
れ
の
 楽
苦
等
 の
 住
 
（
 
曲
セ
い
 

の
（
 
け
り
 
）
 が
 滅
し
た
り
生
じ
た
り
す
る
の
で
あ
っ
て
 、
 霊
は
継
続
す
 る
の
で
あ
る
。
 

（
 
鞘
 ）
も
し
 畢
寛
無
 
（
 
倖
 Ⅱ
 簿
 ま
田
 壷
ぎ
 ）
で
あ
る
と
す
れ
 ば
 、
 已
作
 の
 滅
 
（
 
蚕
痙
 ぢ
囲
 
絆
 ）
と
不
作
の
受
（
 曲
 蚕
病
 抽
 い
円
 

ヰ
ウ
 ソ
 と
が
あ
る
こ
と
 

に
な
り
、
ま
た
一
 %
 
（
の
 
ォ
簿
舌
憾
 
）
と
す
れ
ば
楽
音
写
 を
 享
け
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
棚
 ）
我
の
作
者
性
（
 下
 二
心
耳
 
簿
 ）
、
愛
着
 性
 
（
す
ず
。
 

年
ド
ォ
 
寺
づ
簿
 
）
の
位
に
依
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
 が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
 

ら
 、
作
者
が
即
ち
そ
れ
の
果
を
得
る
の
で
あ
る
。
 

（
 棚
 ）
か
く
の
 如
 ぎ
こ
の
我
は
再
認
識
（
 口
 （
 
曲
 （
）
申
す
 

プ
ご
 
R
w
 
コ
ハ
 
）
の
 方
 な
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
（
 づ
 Ⅱ
 
簿
 日
ぜ
 曲
 由
 
0
 ）
。
ま
た
 @
 
し
か
り
 

卜
 
し
 と
 

に
よ
っ
て
無
我
説
を
否
定
す
る
。
 

（
 
猫
 ）
 げ
 我
は
知
る
 "
 と
い
う
我
の
覚
は
知
者
を
了
解
す
 る
 （
で
Ⅱ
 

註
ぢ
曲
宙
 
Ⅱ
 注
 ⑧
。
 こ
 （
の
知
者
）
は
我
で
あ
る
 か
 若
し
く
は
一
向
無
常
 

な
る
 智
 
（
浅
岡
 
コ
ハ
 
旧
の
Ⅱ
ゅ
年
の
 

オ
囲
コ
 
d
p
 
せ
ぎ
曲
か
セ
 

p
q
p
 

日
 ）
で
 あ
る
か
で
あ
る
。
 

（
 
糊
 ）
若
し
そ
の
（
覚
の
）
 境
 
（
せ
ぃ
 

ゅ
簿
 
せ
こ
が
我
で
あ
る
 と
す
る
な
ら
ば
す
べ
て
の
こ
と
は
正
し
い
が
、
刹
那
的
 智
 
（
 
ヰ
ゆ
簿
 

中
ヰ
 
ガ
 ど
目
 
岡
臣
曲
 
）
 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
が
は
な
は
だ
困
難
（
年
月
（
 

抽
 ず
簿
丑
曲
 

）
で
あ
る
。
 

（
 
穏
 ）
 誓
 え
ば
 "
 我
は
前
に
知
っ
た
、
そ
し
て
現
在
我
が
 知
る
 乃
 と
い
う
覚
が
生
ず
る
場
合
に
 、
 

（
 凝
 ）
そ
の
（
覚
の
）
 境
 と
し
て
如
何
な
る
智
の
刹
那
を
 通
計
す
る
（
 Q
p
 
（
 
p
F
p
 

与
 ど
 う
 （
の
）
の
 
か
 ?
 
 過
去
 か
、
 現
在
 か
 、
両
者
か
 、
ま
 

た
は
相
続
（
 崔
コ
 叶
い
 
曲
 ）
で
あ
る
か
 7
 

（
 牡
 ）
こ
の
中
、
最
初
の
場
合
、
知
ら
れ
た
る
 境
 
（
 
4
 円
 
ゅ
曲
 
演
技
 ゅ
症
 ）
に
お
い
て
は
、
 "
 知
っ
た
 "
 と
い
う
こ
と
は
 理
 に
合
す
る
が
、
 "
 知
 

る
ル
 と
い
う
こ
と
は
理
に
ム
口
し
な
い
。
こ
れ
は
今
日
に
 
は
 知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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に
焼
く
作
用
を
有
し
て
い
る
が
、
（
 

づ
あ
 
が
せ
ら
に
依
る
。
（
 

3
 
i
 
 

）
 

近
く
に
あ
る
可
燃
の
事
 物

を
焼
く
の
で
、
他
の
も
の
 

ひ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

我
を
他
の
時
時
に
（
焼
く
の
で
は
）
な
い
。
 

@
@
 

Ⅱ
）
 

裕
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

る
 

（
 
犯
 ）
も
ろ
も
ろ
の
覚
も
我
も
常
住
唯
一
（
三
目
 麓
 

 
 

る
 。
霊
を
自
性
と
す
る
と
 

弘
田
 

-
 
百
 

（
 捌
 ）
し
か
る
に
現
在
の
境
に
お
い
て
は
げ
知
る
 "
 と
い
 ぅ
 こ
と
は
 細
仕
 
に
ふ
 
ロ
 
す
る
が
、
 "
 知
 つ
み
に
 
刀
 と
い
 く
ノ
 
こ
と
 は
 正
し
く
な
い
。
こ
れ
 

ほ
 前
に
は
 毎
 か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

（
 棚
 ）
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
両
者
は
こ
の
（
覚
の
 ）
 所
取
 
（
 
抽
 Ⅰ
ゅ
目
せ
 

い
 ）
で
あ
る
こ
と
は
分
別
さ
れ
な
い
。
 何
と
な
れ
ば
そ
の
 雨
 

者
が
Ⅴ
知
っ
た
み
の
で
も
、
今
ガ
知
る
 "
 の
で
も
な
い
 か
ら
で
あ
る
。
 

（
 獅
 ）
相
続
も
ま
た
そ
の
（
覚
の
）
 所
取
 で
は
な
い
。
 両
 者
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
に
Ⅴ
知
っ
た
 ル
 の
 で
も
な
く
現
在
に
で
も
 

な
い
非
実
事
（
 p
 す
ゴ
 
中
釘
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

（
 獅
 ）
故
に
、
上
述
の
も
の
以
外
の
行
 境
 
（
 
幅
 。
 
9
 Ⅱ
も
に
 お
い
て
こ
の
我
慢
（
 告
き
客
母
 ）
が
存
す
る
。
そ
れ
 が
 常
住
 相
 
（
 
絆
ぎ
注
ギ
 

目
で
麓
 
）
な
る
我
で
あ
る
こ
と
が
成
立
さ
れ
る
。
 

（
 
棚
 ）
過
去
の
我
慢
の
所
 取
 た
る
智
者
は
今
日
も
な
お
 存
 続
 す
る
。
我
の
観
念
の
所
 解
 で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
覚
 者
の
こ
と
く
，
 

（
 
拙
 ）
或
い
は
、
こ
れ
は
昨
日
の
知
者
で
あ
る
。
知
者
で
 あ
る
か
ら
、
或
い
は
前
と
同
じ
理
由
に
よ
る
。
昨
日
の
 ゾ
 
」
と
し
。
ま
た
こ
れ
ら
 

の
 観
念
が
所
立
で
あ
る
。
 

（
 
杣
 ）
同
一
相
続
に
結
合
（
の
 
p
 ヨ
す
 
p
 臣
串
ゴ
 

p
 ）
し
て
い
る
 知
者
の
我
の
観
念
な
る
が
ゆ
え
に
、
昨
日
と
今
日
と
の
 
す
べ
て
は
同
一
事
物
 

律
 三
百
 さ
ぎ
 ）
を
有
す
る
一
の
 覚
 
（
 
簿
き
岸
宙
 
仁
田
）
の
 ダ
 
」
と
し
。
 

 
 

が
 常
住
唯
一
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
覚
も
ま
た
 同
じ
 相
 
（
巳
待
曲
屋
）
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

古
廿
 

（
 
牡
 
）
 
害
 
え
ば
極
め
て
明
浄
な
る
 

鏡
 
ま
た
は
水
晶
が
 

、
唯
 

そ
こ
に
置
か
れ
た
る
も
の
の
み
の
影
を
得
る
ご
と
く
、
 

 
 

 
 

る
 
。
 
在
し
な
 
認
識
は
 
依
る
の
 

。
 
瓶
 
わ
 
、
 

 
 

て
 
表
象
（
 

づ
 
（
が
 

由
い
す
ゴ
援
銭
珪
 

⑧
さ
れ
る
の
か
。
 

繍
 
）
他
の
処
（
 

目
 
透
き
ぎ
）
等
に
存
す
る
個
物
が
 

因
 
（
 
コ
ぎ
い
ヰ
倖
ゴ
が
 

臣
の
）
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
 

処
 
、
 
時
 
（
 
村
倒
 

鼠
 
）
を
異
に
す
る
も
の
 

が
す
べ
て
の
場
合
に
所
縁
（
 

倒
村
日
 

す
が
目
が
）
と
な
る
か
ら
 

 
 

（
 
貌
 
）
そ
れ
ら
の
（
個
物
）
は
そ
の
場
 

処
 
を
そ
の
 

ょ
う
 

に
 
結
合
（
の
 

帥
日
す
か
 

コ
色
目
 

が
 
）
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
ら
ば
 

、
そ
こ
に
お
い
て
（
 

そ
 

（
 
如
 
）
 
汝
 
（
 
絹
 
ロ
目
 

囲
 
ち
お
客
）
の
説
に
よ
れ
ば
、
行
相
（
 

㎝
 
窩
 
8
 
）
は
覚
に
属
せ
ず
 

外
境
 
（
 
絃
 
ぽ
 
%
 
）
で
あ
る
と
 

い
 
う
 
。
し
か
ら
ば
含
意
 

抹
 
す
る
所
に
象
、
 

杖
等
 

が
存
す
る
の
で
は
な
い
。
 

（
 
2
 
甜
 
）
若
し
覚
が
、
 

（
 
6
 
1
 
 

）
 
一
切
の
事
物
（
 

%
 
安
 
い
 
）
を
覚
知
す
 

る
相
 

（
 
ヴ
 
0
 
ミ
田
ユ
 

ぢ
 
じ
を
有
し
て
常
に
存
し
て
い
る
な
ら
 

ば
 
、
し
か
ら
ば
、
 

何
 

故
に
 

、
 
常
に
一
切
の
も
の
を
 

証
知
 

（
 
毬
旧
ユ
 

ヰ
田
）
す
る
 

も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
（
古
身
ミ
 

8
 
）
な
い
の
か
。
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（
 
拙
 ）
非
覚
知
の
相
（
が
 ヴ
ゴ
 
の
 宙
 ぽ
 か
 Ⅱ
田
で
が
）
と
の
区
別
を
 

す
べ
て
の
見
に
つ
い
て
同
様
で
あ
る
（
の
が
口
話
 

コ
が
 
）
 と
仮
 殺
 し
て
（
の
 

q
0
 

つ
せ
 
が
）
 
、
 

仮
令
 呉
 る
も
の
に
つ
い
て
も
、
再
認
識
（
 づ
 （
が
 
ヰ
せ
 
が
 ヴ
ゴ
ご
臣
 

ど
江
）
が
存
す
る
。
 

（
 拙
 ）
種
種
の
位
（
 ジ
う
 の
（
 

r
W
 

）
に
よ
る
差
別
な
く
、
 

一
 同
に
（
の
 
岸
 叫
き
 注
帯
 ）
住
し
、
常
住
の
自
性
あ
る
我
に
 
つ
い
て
他
派
の
ひ
と
び
 

と
は
か
く
通
計
す
る
。
即
ち
 、
 （
以
下
 
猟
 ま
で
 ミ
 ー
 マ
 ｜
 ン
サ
ー
側
の
論
旨
を
挙
ぐ
）
 

（
 
猟
 ）
わ
が
 我
 
（
臣
が
Ⅱ
が
）
（
 

ね
 ）
は
 楽
 
（
の
 
ロ
ガ
甘
倖
 

）
 苦
 
（
色
 
目
廿
 
寸
ゴ
 
が
 ）
等
の
位
に
至
る
が
、
精
神
（
 n
p
 
ぃ
 
d
 
竺
モ
 し
、
 実
 
（
 
往
 い
 せ
せ
の
）
、
七
名
（
の
曲
ま
く
が
）
 

等
の
相
を
決
し
て
 失
 な
わ
な
い
（
日
の
せ
が
ま
ヨ
 由
 り
の
 
辣
 い
 
）
。
 

（
 獅
 ）
し
か
し
、
他
の
位
（
申
せ
 
%
 安
村
 が
コ
症
 
（
が
）
が
 
生
 じ
た
時
に
（
 /
 与
乱
の
 ）
 、
 前
の
（
 づ
自
 
Ⅱ
 
ヰ
曲
 
）
（
 位
 ）
が
ま
 っ
 た
く
滅
す
る
の
で
は
 

な
い
。
後
の
も
の
に
適
す
る
よ
う
に
（
 ロ
ヰ
 
t
a
r
 

ロ
コ
由
れ
口
め
倒
 

Ⅱ
（
ゴ
リ
七
）
一
般
的
 

我
 
（
ぎ
口
目
せ
 
弾
日
の
 
）
の
中
に
没
す
 る
 。
 

（
 糊
 ）
諸
の
位
は
自
 相
 
（
 
ヨ
ら
 Ⅱ
口
ロ
已
に
よ
っ
て
相
互
に
 相
違
す
る
（
 づ
田
ぺ
 

0
 年
 ゴ
 ぃ
巳
）
が
、
一
般
的
な
我
は
す
べ
 て
 （
の
 位
 ）
に
た
い
し
 

て
 相
違
し
な
い
と
知
ら
れ
る
。
 

（
 拙
 ）
こ
れ
に
つ
い
て
、
も
し
諸
の
位
は
我
と
一
向
に
異
 れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
が
生
滅
す
る
 な
ら
ば
、
こ
れ
も
同
様
 

 
 

（
 
騰
 ）
し
か
る
に
、
相
違
せ
る
 法
 
（
ゑ
目
 
隼
ミ
う
宙
ア
 
ミ
 ヨ
 じ
を
有
す
る
な
ら
ば
一
向
に
異
 る
，
嘗
 え
ば
汝
の
い
 う
 諸
の
我
が
各
自
に
決
定
 

せ
る
（
 づ
 Ⅱ
 
ド
 由
の
ぺ
が
石
田
 

せ
曲
汀
コ
が
 

）
自
性
（
の
せ
が
 

ヴ
 甘
ゆ
 
ヰ
 が
 
）
に
よ
っ
て
（
 呉
 る
）
が
如
く
で
あ
る
。
 

（
 抑
 ）
も
し
、
汝
の
い
う
 位
 
（
申
せ
が
の
安
岡
）
が
首
相
（
 

葵
 曲
目
で
 
か
 ）
に
よ
っ
て
我
に
 還
 没
す
る
な
ら
ば
（
 -
 
目
が
 
コ
 仔
の
 
）
 案
等
 が
生
ず
る
と
 ぎ
 

こ
の
 苦
 等
も
知
覚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
狗
 ）
ま
た
も
し
 一
相
 （
の
 
カ
リ
 
（
 
申
づ
 
已
に
よ
っ
て
移
転
す
 
る
 （
 
紺
廿
斤
 
Ⅱ
岡
コ
（
～
）
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
も
の
の
 

移
 転
は
許
さ
れ
な
い
。
 ま
 

た
 同
性
に
よ
っ
て
移
転
す
る
と
す
れ
ば
我
に
生
起
が
あ
 る
 （
 
仁
宙
 
の
せ
の
 

ヰ
曲
こ
 

）
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
 

（
 糀
 ）
も
し
作
者
性
（
 カ
リ
 
「
こ
が
 

什
 
4
 曲
）
覚
者
 性
 
（
 
ミ
ら
客
ヰ
づ
 
曲
 ）
が
位
に
依
る
の
で
は
な
い
な
ら
ば
、
然
ら
ば
、
位
の
 保
持
者
（
 曲
 づ
 け
 の
（
 
コ
 ザ
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で
あ
る
。
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覚 とを廻る論 譚 

せ
 % ）
は
か
く
の
如
く
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
作
者
性
等
等
 は
あ
り
え
な
い
。
 

（
 
探
 ）
故
に
 、
 我
が
常
住
と
い
う
語
（
絆
 す
 年
が
）
の
所
詮
 （
せ
曲
。
せ
が
 

白
 
せ
曲
）
で
あ
る
 
@
 
」
と
は
否
定
し
な
い
が
、
首
相
 が
 差
異
を
有
す
る
か
ら
 

そ
れ
が
断
ぜ
ら
れ
る
。
 

（
 
衆
 Ⅱ
蛇
も
ま
た
刹
那
波
（
 

せ
が
）
で
あ
（
 

4
 ）
 

ガ
櫛
 ゆ
が
サ
ゴ
ゅ
才
 

性
叶
 

る
か
ら
屈
曲
等
を
す
る
の
で
あ
る
。
残
る
に
も
し
常
住
 で
あ
る
と
す
れ
ば
我
に
 

（
 
5
 
2
 ）
 

お
け
ら
が
如
く
 、
 他
の
位
と
結
合
す
る
（
の
ゅ
才
 

的
註
ト
 
）
 こ
 と
は
な
い
。
 

（
 
猫
 ）
こ
の
我
慢
（
が
 ゴ
リ
 
か
 ガ
 w
n
p
 

）
は
、
所
縁
（
 

巴
簿
日
 
す
が
 
目
 ）
無
く
、
無
始
よ
り
の
 
C
 き
日
）
有
情
 見
 （
の
 
註
才
 ゅ
烏
オ
 
）
の
種
子
（
宮
ざ
）
 

の
力
 （
 
づ
 （
が
 
ヴ
 下
付
 
つ
い
 
）
に
よ
っ
て
 、
唯
 あ
る
も
の
の
み
（
 下
お
目
安
 し
 
生
ず
る
（
 浸
き
さ
 t
a
 

田
の
）
。
 

（
 
邪
 ）
 唯
 あ
る
 行
 
（
 
き
 臣
の
 
オ
ゅ
経
 
）
の
み
が
、
こ
の
相
を
 執
す
る
も
の
（
ヰ
も
 宙
づ
 a
a
 年
プ
百
ぷ
紺
ぢ
田
 
）
に
お
い
 て
力
 （
 
ゅ
隼
ゴ
 

円
 
で
温
 Ⅱ
が
 
日
 ）
 

を
 得
る
。
故
に
す
べ
て
（
の
が
（
 

せ
が
 
）
に
お
い
て
生
ず
る
の
  

 

（
 肥
 ）
若
し
然
ら
ず
ん
ば
 、
 汝
の
我
に
対
し
て
も
ま
た
 同
じ
難
詰
（
甲
田
が
 コ
宙
 
o
p
 

的
が
）
が
あ
る
故
に
能
力
（
 

ぎ
ガ
 由
 ）
の
差
別
が
存
す
る
 

か
ら
す
べ
て
離
乳
（
 り
オ
 
三
が
）
が
な
い
。
 

（
 
肌
 ）
常
住
な
る
も
の
を
所
縁
と
す
る
な
ら
ば
即
ち
一
切
 の
 我
慢
は
必
ず
同
時
に
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。
能
力
あ
 る
因
 （
ひ
 
い
ガ
ヰ
 

が
 ゴ
 の
由
佳
）
 

が
 確
定
し
て
い
る
（
 せ
 せ
が
 
自
 荘
田
文
）
か
ら
で
あ
る
。
 

（
 肌
 ）
ま
た
、
無
常
な
る
も
の
を
所
縁
と
す
る
な
ら
ば
 明
 瞭
 な
る
（
も
 朋
樹
す
蒜
 ）
影
像
③
 せ
ロ
 
の
 
d
p
d
p
n
 

づ
お
 （
田
ヴ
 

は
 ゅ
絡
 ）
を
有
す
る
は
ず
 

で
あ
ろ
う
。
故
に
他
派
の
ひ
ひ
 び
と
 
（
 
で
か
 
Ⅰ
 簿
 ）
が
所
縁
 の
事
物
（
 %
 安
目
 す
か
コ
 
a
 
a
 

（
臼
が
）
の
 

有
 
（
の
が
ら
す
 

プ
 倒
せ
が
）
 
を
 求
め
て
も
無
益
で
 

あ
る
。
 

 
 

（
 棚
 ）
 問
、
 "
 習
気
（
 づ
 岡
の
曲
 

コ
斜
 
）
は
知
者
（
 扶
笘
め
 
）
に
 つ
 い
て
再
認
識
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
に
 
非
 ざ
る
者
に
つ
い
て
そ
れ
 

 
 

で
あ
る
 "
 と
い
う
般
若
（
 づ
 （
が
下
色
（
を
作
る
こ
と
は
で
 
ぎ
 ）
な
い
。
こ
れ
は
迷
妄
（
 ミ
目
 囲
田
）
の
国
父
 w
q
p
 

笘
 ）
で
は
な
い
か
ら
ひ
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く
か
ら
で
あ
る
 ル
と
 。
 

（
 
拉
 ）
㈲
 答
 、
然
ら
ず
。
直
前
に
述
べ
た
道
理
に
よ
 

-
7
 

2
 
 

）
 
っ
て
 そ
れ
の
反
対
（
の
量
）
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

（
 
拙
 ）
ま
た
、
自
在
 主
 
（
Ⅱ
 

か
セ
 
が
 経
 ）
等
を
信
ず
る
ひ
と
び
 と
 （
 
す
ぽ
 
が
 ガ
仔
ゅ
コ
 

岡
目
）
が
、
そ
れ
が
原
因
（
 ア
の
 
Ⅰ
 
俺
 ）
で
 あ
る
等
等
の
種
種
の
迷
 

妄
が
唯
 習
気
の
み
の
存
在
（
 ぷ
の
 P
 民
 口
器
 扇
ミ
団
ぷ
 ）
か
ら
生
ず
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
 

（
 
盤
 ）
そ
れ
と
同
様
に
、
我
慢
の
無
所
縁
（
 三
 3
 下
日
 ヴ
 p
 
コ
 P
 ）
で
あ
る
こ
と
が
確
立
さ
れ
た
時
は
、
そ
れ
故
に
 
、
 我
の
観
念
（
が
 ゴ
 の
 日
 1
 

せ
 （
が
任
せ
が
 

田
簿
 
）
の
 所
取
 
（
 
雙
ゅ
ア
せ
 
が
）
に
お
い
て
い
か
な
る
 知
者
も
存
し
な
い
。
 

（
 
抽
 ）
そ
れ
故
に
、
す
べ
て
の
量
に
お
い
て
成
立
を
な
す
 楡
 （
鳥
叫
 
の
め
コ
 

（
 
P
 ）
は
存
し
な
い
。
ま
た
諸
の
因
が
所
依
 不
 成
 （
の
 
ひ
 
Ⅱ
が
せ
が
が
の
 

レ
曲
 

Ⅰ
 ｜
 

ま
 ）
で
あ
る
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
。
 

鰍
 真
実
論
 中
弗
星
蹉
迦
 の
 轟
 計
ナ
 る
 我
の
研
史
の
 幸
由
 Ⅰ
 
フ
 

(192) 

（
 
獅
 ）
㈹
故
に
 
、
 我
の
観
念
（
 
リ
デ
 
P
 
日
 ロ
 
r
a
 
（
 
遇
鴇
 こ
は
 迷
 妄
 で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
反
対
（
 

F
w
 
年
ア
か
す
 

が
）
（
の
 

量
づ
経
日
 
曲
中
が
）
を
 

欠
ね
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15  14  13  12   （

 
4
 ）
 

（
 
5
 ）
 

（
 
6
 ）
 

（
 
7
 ）
 

（
 
8
 ）
 

（
 
9
 ）
 

（
 
0
 ）
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

翻
訳
 
円
 ㏄
（
（
せ
 

い
 の
 
い
 か
の
「
 

い
 す
 
p
o
 

（
ひ
 

い
コ
 
（
 
ぃ
 （
 
ぃ
オ
か
 

@
 
（
 
ヰ
き
巨
 
（
 
ゴ
の
 六
り
 

。
 
ヨ
 3
0
 コ
 日
り
べ
せ
 

。
用
木
 ぃ
ヨ
ド
田
絞
 
l
p
"
 
ヰ
 
Ⅱ
 
ぃ
コ
 
の
 
団
 牙
ら
 
ヨ
ヰ
 
。
円
目
 
コ
頓
 
二
の
 
ゴ
サ
せ
 

の
ヰ
コ
ぬ
ハ
コ
ド
 

（
 
プ
ぃ
 Ⅰ
 
コ
チ
け
そ
 0
-
 
ダ
 め
り
（
 

0
 目
ヰ
ト
つ
 
㏄
 
ゴ
 
0
0
 

㏄
Ⅰ
Ⅹ
 

ポ
 Ⅹ
  
 

㌧
 田
 Ⅰ
Ⅰ
・
 N
.
 
 
（
中
村
 訳
 ）
。
 

ム
 ・
Ⅱ
・
 

メ
 （
 
す
オ
コ
リ
 
ヨ
 a
c
 
オ
ま
セ
 a
.
 
の
 0
b
.
 
臼
 （
・
 
弓
 0
 （
 
り
毛
 0
 「
 
由
 Ⅰ
 づ
 ・
の
 
づ
｜
 
い
く
コ
 

原
文
七
ら
や
 目
 コ
田
ゴ
 岡
 
英
訳
Ⅰ
 ち
 ・）
宝
ム
 
串
 

力
 マ
ラ
シ
ー
デ
 註
 
（
以
下
 K
 と
略
称
）
に
よ
れ
 ば
 
田
田
 ヨ
ぎ
ロ
ヒ
ぃ
 
 
 

K
 こ
の
精
神
は
、
数
論
派
の
主
張
す
る
ご
と
く
覚
を
離
れ
て
 別
 に
 存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
 

覚
 そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

K
 ま
た
正
理
派
等
で
遠
計
す
る
我
の
如
く
、
自
性
全
体
が
存
続
 す
る
こ
と
も
な
い
。
 

以
下
仏
教
側
の
反
駁
。
 

K
 も
し
、
精
神
が
常
住
唯
一
の
栢
を
有
す
る
と
許
す
な
ら
ば
、
 党
 も
ま
た
精
神
の
栢
を
離
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
常
住
 唯
 一
の
柑
を
有
 

す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
、
か
く
の
如
く
許
さ
な
い
と
す
れ
 ば
 宗
が
所
 許
 相
違
と
な
る
。
 

即
ち
疏
の
作
者
（
 ゆ
註
 「
 
a
.
p
 
臼
 
Ⅰ
・
）
・
 

w
 ）
 日
く
、
グ
 
そ
れ
は
 刹
 邦
 的
で
あ
っ
て
他
の
覚
の
時
に
は
存
続
し
な
い
が
と
。
 

ま
た
Ⅰ
 臼
ヨ
ぎ
 @
 （
Ⅰ
・
）
・
丹
漆
 
白
 ）
 日
く
、
 
"
 有
 と
結
合
す
る
と
 き
 、
人
の
根
に
覚
が
生
ず
る
、
そ
れ
が
現
員
で
あ
る
 ガ
と
 。
 も
 し
 常
住
で
 

あ
れ
ば
生
ず
る
こ
と
は
理
に
合
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

ま
た
 
木
廷
ヨ
自
 
二
鼠
（
 リ
 セ
・
Ⅰ
（
 

ぃ
 （
 
甘
 
p
 オ
の
 
い
の
 
目
ト
い
 Ⅰ
 笘
 ）
に
と
っ
て
 目
語
相
違
と
な
る
。
即
ち
役
日
 く
、
グ
 そ
れ
は
一
刹
那
と
い
え
 ど
も
 上
 ら
 

ず
 、
ま
た
 井
 量
の
形
を
し
て
も
生
じ
な
い
、
陥
っ
て
後
に
境
を
 認
識
す
る
作
用
を
し
な
い
 根
 等
の
如
し
 "
 ど
 。
 

ま
た
覚
が
一
で
あ
る
か
ち
、
大
量
を
認
め
る
こ
と
は
相
違
で
あ
  
 

ま
た
現
量
 栢
違
 で
も
あ
る
。
絶
え
ず
、
増
益
せ
る
多
種
の
事
物
 を
巳
考
 す
る
こ
と
に
お
い
て
、
生
滅
す
る
覚
が
甚
だ
明
瞭
に
 知
 覚
 さ
れ
る
 

か
ら
で
あ
る
。
 

v
A
 グ
 
然
る
に
ク
マ
 
l
 リ
ラ
は
こ
の
相
違
の
辞
を
見
ず
し
て
日
く
 ガ
と
 註
記
あ
り
。
 

原
典
 
づ
 ・
 
9
 や
 @
 ～
Ⅰ
 ぃ
プ
ハ
 

ロ
 
ぃ
宙
汀
 「
 
ヨ
ヰ
才
ぃ
は
 

(
 乎
肱
 
㍗
 下
 Ⅰ
 
ヨ
笘
ヰ
ぃ
ゴ
 

円
 @
 
ヴ
 ・
 
笘
す
い
か
 

・
 
ロ
つ
 

原
典
 
口
 ・
）
 
乙
、
プ
コ
 に
 思
窩
 「
 
ぎ
筈
丁
 ㎏
 俺
 「
 
ぎ
牛
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の
 り
ロ
 
の
方
 
臣
 （
 す
 せ
 い
ヨ
す
り
 
Ⅱ
田
ハ
Ⅰ
 

P
 
の
プ
コ
ヰ
ヨ
ぃ
 

。
 ゴ
ヰ
 
Ⅱ
 セ
苗
 
Ⅰ
 ト
ペ
 。
 -
 
り
 ・
し
い
 
Ⅱ
。
 
隼
い
 Ⅰ
つ
い
の
 



  

追
記
 ｜
 仏教
と
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
と
の
交
渉
に
つ
い
て
、
 思
 択
炎
は
 つ
い
て
の
み
観
察
し
て
い
た
筆
者
に
本
論
の
注
目
す
。
 
へ
 ぎ
 こ
と
を
戒
告
下
さ
っ
 

た
の
は
渡
辺
 照
 先
先
生
で
あ
り
、
原
典
は
じ
め
参
考
書
類
も
御
 貸
し
下
さ
れ
た
 上
 懇
切
な
 御
 指
導
に
頼
っ
た
。
先
生
の
御
厚
情
 に
 報
ゆ
る
力
足
 

ら
ず
、
こ
こ
は
 唯
 掲
の
訳
文
の
み
を
掲
げ
、
後
日
の
研
究
の
足
 掛
り
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
 

（
 2
 
7
 ）
 

（
 二
リ
 
）
 

（
 
9
 ）
 

（
 
0
 ）
 

（
 
1
 ）
 

（
 
り
レ
 

り
レ
 
）
 

（
 
2
 
3
 ）
 

（
 
4
 
2
 ）
 

（
 
り
レ
 

く
 
し
）
 

（
 
二
リ
 
）
 

（
Ⅰ
 

l
 
1
 
Ⅰ
 ）
 

（
 
l
 
0
0
 

Ⅰ
 ）
 

 
 

K
 
グ
警
 え
ば
人
は
自
 
棺
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集量論 " 九 旬因説 

携鳥圭ま諦笘 の 九在 ヨロ ゴ ，， 言党 

コヒ ノ Ⅰ『 ラ斉 貝 Ⅱ 

美童詩格 他 比量足中に 陳那 がその九旬 囚説 並びにそれに 附随する諸問題に 

ついて論じて 居る部分が存するので ，以下その部分を 和訳解説したい。 和訳に 

当って使用したテキスト ， 略号等については 本誌第 157 号所載の拙稿， 「 宗 

(pra 埼眩 ， pakSa) に対する 陳 那の見解」の 冒頭を参照されたい。 但し本稿にお 

いては前稿の 略号「 ( 渇 ) 」のかわりに「 V 訳偶 」を用いた点が 異 る 。 

I 

              ダルマ 

さて九 旬 図説とは宗の 法たることの 確定した因を 九種に分類し その 一 

一について検討することによって 正しい 囚と 然らざる 因 とを区別する 基準を示 
バ ク。 ャ ダルマ 

したものであ るが，宗の法たることの 確定した因をどの 様な基準によって 九 

種に分類すべきかということほ 既に 為他 上 ヒ量品 第九 侮 において述べられて 居 

る 。 そこで 陳 那は問題をまずその 第九偶にまでもどしてその 九旬 因 説に対する 

説明を開始する。 
㈲ ヰ                 ダルマ 

v45b.5  色図や 似因 になることの 出来る コ かの宗の法は 三種に分類せられ 
  v-@. 

v48b.6  る 。 同品 に有なると 無 なると， 有血倶 なるとであ る。 ( 即ち 為 値上ヒ 量 

品 第九 %  の sapakge  saIln  a5an  dVedha  という文句は ， dVedhs 

のコ 後に ca という C 語コを 補っ 亡て 解す コべ ぎであ るにというので 
@<-v,,-%) ( 或ヰ + Ⅱ 脇 
あ る コ 。 若し ca の語を補わないで 解するならば ， そ亡の dvedha 

              ダルマ 

という請コ は亡 宗の法が同曲。 に s 師 ℡ ( 主石 )  なると asan  ( 手無 ) 

K131a.6 なるとの コ 二種であ ることを 繰 ・返して述べて 居ることにな ( り， 
    グ シャ ダルマ 

sapakse  s 初山 asan  dvedh 巨 という侮の文句は ， 宗の法が同 品に 

S7@ (217) 
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・ 有 なると 無 なるとの二種であ ることをあ らわして居るにすぎないこと 

になる コ 。 

為他比 T  品 第九掲の梵文は sapakSe  sann  asan  dvedha  pakSadharma セ 

pu 皿 as  t Ⅱ 血 a/  pr 壮 yekam  asap 荻 Se  ca  sad-asad-dvividha 榊 at 睡 Ⅱであ 
            ケ ルイ 

り， 既に拙稿「因を 以て宗の法たるべしとなす 陳 那の見解 ( 名古屋大学文学 

部十週年記念論集 ) 」 6 頁， 並びに「 同品 異見に対する 陳 那の見解 ( 河合遊冶先生 

章腸 授記念論文集 ) 」中にその和訳を 示しておいたところのものであ る。 さ 

て 今ここで問題となって 居るのはこの 中にあ らわれる dvedha という語の文脈 

上の位置であ る。 梵語では「 A 並びに B 」という意味のことをあ らわすには 通 

・ 常 「 ABca 」という構文が 用いられ，「 A 並びに B 並びに C 」という意味のこと 

をあ られすには「 ABCca 」という構文が 用いられる。 そして単に「 AB 」或は 

「 ABC 」とのみあ る時には「 A なる B 」或は「 AB なる C 」という，意味をあ らわ 

すのが普通であ る。 従って sapak 斡 s 伍皿 asm  dve 血 a  という時も dvedh 睡 

の後に ca の語がなければ「 sapakSa に s 簗血 asann なる dved ㎏」，即ち「 同 

品 に有と無なる 二種」という 意味に解されるのが 普通であ る。 然るに上記第九 

偶 中で sapakSe s 荻山 asm  dve 血豆という句が 実際に意味するところは ， 同 

ぷ 口に有と無 と倶 ということであ り， 同品 に有と血との 二種ということではない 

  から， dvedh 庄の後にほ ca の語を補って 解すべぎであ るというのであ る。 要 

するに 陳 那は語調を整える 関係上目ら作った 侮 文中に㏄の語を 入れることが 

出来なかったことを 気にしてここで 補足して居るのであ る。 なお， 「 有 」 とは 

同品 若しくは 異 品の全体に 亘っ て存する場合， 「 無 」 とは全体に 亘 って存しな 

小場合，「 倶 」とは一部に 存し一部に存しない 場合をあ られす。 

さて以上は上記第九掲の 冒頭の saPakSe Sanlnl aSan dVedha とい 5 部分に 

対する注であ った。 そこで以下この 偶の残りの部分の 意味が次の様に 説明され 

る 。 即ち ， 

            ダルマ 

  (4) さてこ ヰ こ の三種の宗の 法 コが ， 又 ，それぞれ三穂に 分類せられる。 
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  集量論 の九旬図説 

v48b.7 K131.a.7 V45b.6   即ち 亡 まずコ回 品に宥 なるものが 異品 に有なると 無 なると有無 倶 なる 
とになる。 又 ， 同縮口 に無なるとに 有無 コ倶 なるものの場合もこれと 同   

く一 1 士 1 
じく ( 三種にコ分類せられる。 

以上については 特に説明を要しないであ ろう。 要するに 同品 に有であ るか無で 
バ クシ ャ アルマ 

あ るか倶であ るかに従って 三種に分類せられた 宗の法の一一が ， 異品 にも 

本有であ る場合と無であ る場合と倶であ る場合とがあ るに従って更に 三種に分 
， 。 。 。 キ ダル。 

類せられると 言うのであ る。 3x 3 Ⅰ 9 であ るから， これで宗の法は 九種 

に分類せられたわげであ る， 

ところがここで 問題となるのは ， 異品 自体が存しない 場合にはどうなるのか 
            グんマ 

ということであ る。 即ち 異品 自体が存しない 場合には宗の 法を異 見 に有な 

る 場合と軸なる 場合と 倶 なる場合とに 分けることが 出来ないから ， 「某々の因   

は異 品 に毎であ る」ということは 出来ないはずであ る。 さてこの問題に 対して 

答えるために ， 陳那 はまず反対論者をして 次の様な疑問を 提出せしめる ， 

即ち ， 

K 一ケ (5) 
「併し或る場合には 異品 ( 自体 コが 存しないことがあ る。 ( 例えば 声 

K131a.8 の コ 無常なことが 宗であ る場合に， 亡 常住なるものの 存在を一切認め ， 

v48b.8  ない人々は， 異品 たる コ 虚空等 こ の存すること コ を承認しないからで 

V45b.7  あ る。 ( 即ち コ この場合はに 某々の因は コ 異見に無であ る」と言える 
キ KQ6) 

わ げはない」と ， 

さてこの様な 疑問に対し， 陳 那は併し次の 様に答える。 
(7*   

仮令 こ ( の様な疑問が 提出 コ されても心配は 不要であ る。 異見自体が 
テ 171 

存しない以上は ，二 % が コ具 品 に存し得ない 亡 ことは当然であ る コか   

ら ， 印 某々の因は異 品 に無てあ る」と言ってもそこには コ 誤ちは存し 
K131b. l 

ない。 

即ち 陳那 としては， 異品 が全く存しない 場合にも因の 三相の第三相たる 異 早漏 

無性が成立することを 示さなければ 常住なものの 存在を認めない 人々に対して 

95  (215) 



      
  

は 「某々は無常なり」という 宗を確立することが 出来なくなるので ， 「 異品 自 

体が存しない 以上は亡国 が コ具 品 に存し得ない ( ことは当然であ る コ 」とい つ 

てこの問題を 解決せんとしたわげであ るが， 陳那 のこの解決法が 果して正しい 

かどうかについては 別に稿を改めて 論じたい。 従って今はこの 問題には触れな 

し   。 

      クン ヤ ダル 甘 

さて美童 論にょ れば， さきに九種に 分類せられた 宗の法はこれを 次の様 

な 方法で図示することがすすめられる。 
(8)-> l Ⅰ クシ @ ヤ グルマ 

v4ga.l  n 以下 コ ，以上にに述べたコ 九 ( 種コ の宗の法の例を 順次に示さん 
- 。 [8 Ⅰ     クンヤ ダルマ 

V46a.I とするものであ るが， ( まず コ この九色種の 宗の法 コを 九つの区画 

の中に順次に 記入する。 ( その際区画の コ 線に沿って縦に 同 品亡に有 

v4ga.2 なる場合と無なる 場合と 倶 なる場合と コ の三種二 を 記入し コ， 横に異   

品亡に 有なる場合と 無なる場合と 倶 なる場合と コ の三種二を記入す 
    クシ ャ ダルマ ぐ 5 J トりよ援 

る 。 この様にすれば ，宗の法 は 正田， 相違 ("i,uddha) 因 ， 共 不定 

ふ ぐ う ふ @ よ @ 
(sadhara 廣 naik 巨 rntika)  因 ， 小兵不定 (asadharananaikantika). 因の コ 

四種となるから ， ( これによって コ 自性 (Wabhava)  や果 (karya.)  の 

様な ( 正しい 因コが 知られるのであ る。 

Hetucakra 申 ;amaru の中に記されて 居る九旬囚の 表を参考にして 考えるに 上 ・ 

に訳出した部分の 意味は次の如くであ ると考えられる。 まず次の様な 九つの区 

画をつくる。 そして上段の 各区画には国見に 有， 中段の各区画には 同品 に無， 

下段の各区画には 同品に倶 なる場合を記入する。 即ち岡見に有なる 場合と無 な ． 

る 場合と 倶 なる場合とを 縦に区分するのであ る。 次に左側の各区画には 異品 に 

有，真中の各区画には 異品 に無，右側の 各区画には 異品に倶 なる場合を記入す 

る 。 即ち冥界に右なる 場合と無なる 場合と 倶 なる場合とは 横に区分せられるわ   
                ダルマ 

げであ る。 今 これを図示すれば 下図の様になるが ， 宗の法をこの 様にして 
，。 。 。 ャ ケ " , 

九種に分類した 後にその一一について 検討すれば， 宗の法は正 因 ，相違 因 ， 

共 不定 因 ， 小兵不定因の 四種に分類されるから ， 自性や果の様な 正しい因の何 

(214)  94 
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  集量論 の九 旬 国税 

 
 

  

 
 

たるかを知ることが 出来るというのであ 

  る 。 然るにここに 注意すべ き は，自性や果 実見に有 異品 に無異見に 倶 

を 以て正しい因となす 思想は法 称 (Dhar- 
同品 に有司 品 に有   司哀口に @ 言 

「 makirti) にもとづく 斬 らしい，思想でおると 異見に有 異品 に無異見に 倶 国見に無   同品仁無   岡見に無 

異品 に有 異品 に無 異 品に倶 
訳出した部分の 中「 ( まず コ この 九 ( 種の 
考えられることであ (9) る。 のみならず，上に 同 品に 慎司 品に 慎司 品に倶 

Ⅰ @ クン @ ヒ ダルマ 

宗 の 法コを 九つの区画の 中に順次に記入する」という 部分以下は K 訳 ・に は 

  

コ
 
下
る
 
」
 

以
あ
 

ぱ
で
 

こ
の
 

Ⅲ
 卸
 

考
え
て
も
，
 

ら
 
、
 に
示
さ
ん
と
す
 

，
全
体
の
文
脈
；
 

ダ
ル
，
法
の
例
を
 

順
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又
の
 

更
に
 
ヤ
 
,
f
 
ク
ク
 

七
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。
 

の
 

な
 
し
 
種
コ
 

存
し
 
九
 
C
 

述
べ
た
 

コ
 
こ
 
し
た
部
分
 

町
田
 

上
 訴
 

以
と
 

          ダル ヤ 

は ，以下に訳出する 九種の宗の法の 実例を示す部分に 直接連絡させる 方が 

自然であ る。 従って筆者としては 上に訳出した 集量 論の文の中「 ( まず コ この 
ババ ノ T ダルマ 

元仁種の宗の 法 コを 九つの区画の 中に順次に記入する」という 部分以下は 

これを後世の 附加と考えたい。 
                ダル イ 

さて 陳 那は九種に分類せられた 宗の法の一一に 対して次の様な 例をあ げ 

る
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の
 

 
 質

 
性
 

る
 

な
 

 
 

象
 

対
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認
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㈹
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l
l
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 由
 

 
 

V46a,2  に。 2) C 声は コ 無常なり。 所作性の故に。 3) 色声 はコ勤勇 無間所 発 
K131b.2 

(prayatnanantariyaka, 巨 意志的努力の 所産 )  なり。 無常性の故に。 4  ) 

v4ga.3 

K131b.3 
V46a.3 

色声は コ 常住なり。 所作性の故に。 5) ( 声は コ 常住なり。 所 間性の 故 

に 。 6)C 声は コ 常住なり。 勤勇 無間所 発 性の故に。 7) 口 声は コ 共助 v@>. 
  

勇 無間所 発 なり。 無常性の故に。 8) ( 声は コ 無常なり。 勤勇 無間所 

発 性の故に。 9) C 声は コ 常住なり。 無触対性 ( ヰ 抵抗を受けずに 通過 
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る
 

す
 

対
 

化
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し
で
 

この中， 1) は 同品 に有，異見に 有なる場合の 例， 2) は 同品 に有， 異品 に無 

なる場合の例， 3) は 同品 に有，異見 に倶 なる場合の例であ るから，前記の 図 
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にあ てはめれば順次に 最上段の左， 中 ，右の場合にあ たる。 次に 4) は 同品に 

無 ，異見 に宥 なる場合， 5) は 同品 に無，異見に 無なる場合， 6) は 同品 に無， 

異品に倶 なる場合の例であ るから，順次に 中段の左， 中 ，右の場合にあ たる。 

更に 7),8),9) はそれそれ 同品に 倶であ りながら 異品 に有， 無 ， 倶 なる場合で 

あ るから，下段の 左， 中 ，右の場合にあ たるわけであ る。 玄芙 の 訳側 に従えば 

これら九種の 囚は「九 旬因 」と呼ばれ，順次に 第一句乃至第九 旬 として区別せ 

られる。 以上の例 は又 ， 侮丈 によって次の 様に示される。 

v4ga.4   以上を要約する 偶は ( 次の如くであ る コ 。 

  
所員 性 と所作性と無常性 と ， 所作性と所聞 性と勤勇 無間所 発性 

K131b.4 と ，無常性 と勤勇 無間所 発性と ; 無触対 性とのこの九 つは， こ それ 
任り 

ぞれコ 常住性等に対する ( 囚コ であ る。 ( 第二十一幅 ) 

さて 陳那にょ れば， 
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と せられる。 即ち ， 

% 安 t ナ ハクシャ ダルマ 

こ亡 れら九種の宗の 法 コ の中で同 品 に有 C 或は有無 コ 倶にし 

K131b.5 てそれ ( キ所立法 ) の存しないもの ， 亡 即ち異見 コに無 なるものが 
+ ㈹ 

口 正コ因であ る。 ( 第二十二幅 a ～ c 前半 ) 

㈹ ヰ 
仁王 コ 因は二 ( 種コに 限られる。 或る仁王国 コは同品 に有であ り， 所 

K-@ 
立 色法 コなき もの， 曲口ち異品コに 無であ る。 或るロ工田コ は 何 % 。 に 

v4ga.6 モ K 
V46a.5 倶であ り，折立 ( 法 コな ぎ もの， 甜口 ち具早コ に 無であ る。 ( 即ち 正因 
K131b.6 K ず 

は因輪 Chetucakra) について言えば コ 最初と最後 ( の 段 ， 即ち上段   
因輪 とは He 抽 cakradamaru の中に示されて 居る九旬因の 表のことであ り， 

さきに示した 九つの区画の 中にそれぞれの 実例を記入したものであ る。 九種に 
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分類せられた。 崇 。 の グ 窪の中，王国とは 何見に有， 異品 に無なるものと ， 同品 

に倶 ， 異品 に無なるもの ，即ち第二旬 と 第八旬 ( 上に記した実例について 言えば 

2), 8)) の場合に限られるが ， これらは九旬 因 の 表 ，即ち 因輪 について言えば 

上段と下段の 真中に位置するもののことであ るというのであ る。 
              ケかて 

以上を以てどの 様な宗の法が 正田であ り， 又 ， それが九旬 因 の 表 中で占 

める位置が何処であ るかが明らかになったので ，次には同じことが 相違 因 につ 

いて述べられる。 即ち ， 

血め 

これに反するものが 相違こ国 コ であ る。 ( 第二十二幅。 後半～ d 

前半 ) 

旗の づ 
と 仁木目違因は 定義せられるが ，それ コは ( 栢 遠因 が折 立 のコ 逆を成立 

Xl31b.7 せしめるからであ る。 即ち相違 ( 因コは ，異見に有或は ( 有無 コ 倶で 
                ダル ヤ K-@ 

v4ga.7  あ り， 同品 に無 ( なる宗の法 コ であ る。 口因輪は ついて言えば ) 第 

  V46a.6  三 % 段コに 属する三 つ ( の区画 コ の中の初 と 終 (0 区画中に記されて 

<@K  , モ @ 仁り 

居るものがそれ コ であ る。 

「これに反するものが 相違亡国 コ であ る」とは， 同品 に有或は有無倶にして 異 

  品 に無なる因が 正 因 であ ったのに対し ，その反対，即ち 異品 に有或は有無倶に 

して何見に無なる 因が相違 囚 であ るという意味であ る。 何故相違 因 がこの様に 

定義されたかというと ，それは相違 因 が正因の逆を 成立せしめる 因であ るから 

であ る。 例えば「声は 常住なり」が 折立であ ったとした場合，王国とは 声の常 

住なことを成立せしめる 因であ るが，相違 因 とはその逆，即ち 声の無常なこと 

を成立せしめる 囚であ る。 換言すれば相違 因 とは「声は無常なり」という 折立 

に対する正田であ る。 然るに「声は 常住なり」が 折立であ る時には常住なるも 

のが 同品 であ り無常なるものが 異見であ るが， 「声は価 常 なり」が而立であ る 

時には無常なるものが 同品 ，常住なるものが 異品 となって岡見と 異 品 とが入替 

る 。 従って何見に 有或は有無倶にして 異品 に無なる因が 正田であ ったのに対 

し， その反対，即ち 異品 に有或は有無倶にして 同品 に血なる因が 相違 囚 となる 

， 91@ (211) 

  

  



              
  

というのであ る。 ところがこの 様な 陳 那の説明に対し 次の様な疑問が 提起せら 

れる。 即ち ， 
cf ． J@ 

ぱ 以上二種の相違 因 0 コほかにも，口言葉の 上では折立を 確立して 居 

る 様に見えながら 実質的にはコ 所立を破壊する 亡 結果コを確立する 様 
K131b. 8 そ J166a.5  大 は ． (1g0b.2  大 は ． )  cf.J づ 

な 相違 因 が存する。 例えば二服 等よ りなる身体の 諸コ部分に存する 
し ゃ ( しの 5 しよ @ 
積 実性 (= 複合性 ) は ( その眼等が コ 他者のために 存することを 確 

v4ga.8  止 するが， 亡 まさにこの コ積 実性の故に ロ これとは コ別 なこと， LB 口ち 

その他者がこれ 亦積集 性を有するものであ ること コ をも確立するが 如 
tJ166 7 位 (190b.5 ぽ ． ) 

きてあ る」とり 

この疑問の要旨は 次の如くであ る。 数論学派に於ては 霊魂の存在を 証明するた 

  めに身体を構成する 諸部分が複合体であ ることを根拠として 次の様な論証 式を 
㈹ 

立てる。 

( 宗 ) 眼 等は他者のためのものなり   

Ⅰ 因 )  積集 性の故に。 

( 楡 )  臥具等の如し。 

臥具等は複合体であ り，これは臥具等以外の 者の用に供せられる。 これと同様 

眼字 も亦 複合体であ るからこれも 亦眼等 以外の者の用に 供せらる べ ぎであ る。 

然るに 眼 等を用いるものは 霊魂でなければならない。 故に霊魂は存在するとい 

うのておる。 ところがここで 問題となるのは 霊魂は単一休でほげればならない 

にも拘らず 眼 等に積実性が 存することを 根拠として霊魂の 存在を証明する 時に 

は霊魂自体も 亦複合体とせられることになるということであ る。 何となれば 臥 

具 等は確かに複合体であ り， これは臥具等以外の 者の用に供せられるが ，臥具 

等を用いるものは 身体等であ り，それ自身複合体であ るからてあ る。 即ちこの 

場合は立論者の 本末の意図が 単一体としての 霊魂の存在を 証明する点に 存した 

にも拘らず複合体としての 霊魂の存在することが 証明せられることになるか 

ら， 積集性 という因は論証 式 にあ らわれた範囲内では 一応前立を確立して 居る 
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  美童詩の九旬図説 

様に見えながら ，実質的には 立論者が真に 所立として考えて 居るものを破壊す 

る結果を確立することになる。 この様な相違 因 が存する以上は ，相違因の種類 

を 以て同 品 に無で 異品 に有なる場合と ， 同品 に無で 異品に倶 なる場合との 二種 

に 限るのは正しくないのではないかというのであ る。 さてこの様な 疑問に対 

し陳 那は併し次の 様に答える。 

K132a.l  こ その相違因は 特別なものではない コ それは ( 単に コ 二つ以上の事 

柄を確立せんとして 居る ( にすぎない コ から， ( 確立さるべ き 二つの 
cf.v 

V46a.7  事柄を切離さずに 扱えばさきに 述べた コ 二種 ( の相違 コ 囚の中に含ま 

れる。 従って九種二の 因 コ の外にあ る別種 亡 の 因コ ではない。 

以上を以て正 因 と相違 因 についての説明が 終ったので最後に 不定 因は ついて 

述べられる。 
ほ の 

二王国と相違 因コ 以外のものは 不定 C 因コ であ る。 ㎝二十二 %d 

後半 ) 
血脇 一ノ 

v4gb.I  残りの五種は ( 正コ因 とも相違 ( 因コ とも決定出来ないから 疑惑の原 
K132a.2 

く 一仁③ 

因亡 となる 因コ であ るという C のがその コ 意味であ る。 

㈲ v では単に gnis, 即ち「 倶 」とあ るのみであ る。 

(2) この部分は正理 門論の 「如是宗法姉種差別。 謂同品有 ，非有， 及倶 。 光陰 及字 」   

( 大正 Vol.32,p.lc) に相当する。 

㈲ Tib.de.lta ma yin.na. 

㈲ この部分は正理門詰 の 「 ス此 一一各有姉種。 謂 欣一切 同品有中 ， 於其異品 ， 或有 。 

非有，灰石非有。 於 共同 品 非有 及倶 ， 各宥 如是三種差別」 ( 大正 Vol.32,p.2a) に 

相当する。 
㈲ K の gai.gi は V,v によって gaA,gi tshe と読む。 

㈹ この部分は正理門詰 め 「 若 無常 宗 全無異 品 ，村本立有虚空等論，五回復読彼処北 

燕。 若役無有， 於彼 下鞍全無有 疑 ， 故 無比 過 」 ( 大正 Vol.32,p.2a) に相当する。 

(7) Tib.de med.pa yin-pa ㎡ phyir. 

(8) この部分は正理 門論の 「如是合成九種宗法。 随 英次第晒井 其栢 」 ( 大正 Vol.32,p. 

2a) に相当する。 

(g) cf.NB Ⅱ -10,11.  なお果を以て 正しい因となす 思想が 陳那 になかったと 考え も ・ 

れることについては 拙稿「正理学派の 三種比量 説 に対する 陳 那の批判 ( 文化 Vol- 

89  (209) 
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2I,N0.6) 」を参照されたい。 

㈹ この部分は正理 門読め 「 謂 土戸 常 ，両重位 故 。 成立無常，所作性 故 。 戎 正勤 勇 無 

間所   発 ，無常性 故 。 戎士 為常 ，所作性 故 。 戎士偽学，肋間性 故 。 戎士 為常 ， 勤勇 無 

間所 発性故 。 或非勤勇 無間所 発 ，無常性 故 ，成立無常， 勤勇 無間所 労性故 。 成立 為 

常 ， 無触対故 」 ( 大正 Vol.32,p.2a) に相当する。 

㈹この掲は正埋門論の「 所量作 無常。 作性 間男 発 。 無常 事 抵触。 依 常住専 九 」 ( 大 
正 Vnl.32,p.2b) に一致する。 但し 正 埋門論では，この 偶は所立の何たるかをあ 

られす次の偶 と 吉村となってあ らわれる。 「 常 無常勤 勇 。 恒性堅牢性。 非勤遷 不 

変。 白前 量 睾丸」 ( 大正 Vol.32,p.2a) 

㈹ この部分は正理門詰 め 「 於 国有友二。 在異是 無因」 ( 大正 Vol.32,p.2b) に一 

致する。 

㈹ この部分は正理 門論の 「地中堆石二種 名因 。 謂於同品 一切 遍有 ，異見 遍無 。 反徒 

同品 通有罪 右 ， 異品遍無 。 旅枕俊二名取十一」 ( 大正 Vol,32,p.2b) に相当する。 

㈹ この部分は正理 門論の 「 翻 地名相違」 ( 大正 Vol.32,p 、 2b) に一致する。 

㈹ この部分ほ正理門詰 め 「 復唯 二種説客 栢違 。 能 倒立 故 。 謂於異 具有人二種。 於 共 

同 品 一切 遍無 。 第二三十取初後 二 」 ( 大正 Vol.32,p.2b) に相当する。 

㈹ cf.Sa 叫 khya. ㎏ rika l7. cf.Nyayaprave る aka ( 宇井博士 : 「仏教論理学」巻末附 

録 p.370 ( 漢訳 : 因明人正理論 ( 大正 Vol.32,p.l2a))), 

⑰ この部分は正理 門読め 「所俳者平成」 ( 大正 V0l.32,p.2b) と 一致する。 

㈹ この部分ほ正理門詰 め 「双金五種，国友相違 皆 不決定， 是 凝固 義 」 ( 大正 V01.32, 

p.2b) に 栢当 する。 

II 

以上を以て九旬 因 説の中心となる 部分についての 説明は一応終ったので ，次 

にはこれに附随する 問題として，或る 因が正田であ るか相違 因 であ るか不定 因 

  

てあ るかを論ずる 時には，そこで 問題とされる 因は常に一箇てなければならな 

いということが 主張せられる。 このことを 陳那 はまず， 含 まての論述に 於て因 

をあ らわす語が常に 単数形で用いられて 釆 たことにからませて 説明する。 
由 0 千 09 づ ～㈹ 
ス ， 亡 以上の論述を 通じ 口 これら仁王 コ 因や相違因や 不定田が述べ ろ 

V46b.l れる時に ， 

( そこ てコ 主題となって 居るものをあ らわして居る 単数形は ， 

( 第二十三 %a) 

亡さてこの偶の 文句の後には コ 「 類 ( をあ らわす コ とともに個物二の 

(2 ㏄ )) 88. 
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K132a.4 ( 互に コ 相容れないし 結果を確立する コ二 箇の囚があ ると疑惑 
V46b.2 

( を 生ザるコ からであ る "  ( 第二十三幅 b) 
K- 

vV4gb.3  既述の条件， 口 即ち何見に有又は 倶という条件と 異見に無という 条件 コ 

を 備えて居ながら ， ( 而も互に コ 相容れない C 結果を確立する コ 二管 

[ の 因コが 一箇 ( の而立 ( 鮭 dhya, Ⅰ論証の対象 ) コに 関し疑惑を生ぜし 

めるということは C 吾 々 の コ 経験するところであ る。 例えば所作性と 

前聞 性亡 という コ 二管 ( の 因コ によって ， 声に関し [ それが コ 常住な 
*-K 

K132a.5 のか無常なのかについて 疑惑を生ずるが 如 ぎであ る。 

勝論学派に於ては 永遠不変の実在として 同 ( 蘇 manya, Ⅰ共通性 ) の存在を認め 

， 87  (2071 
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る， 例えば個々の 声はそれぞれ 異 って居るが，これらすべての 声には 声性 とい 
  サ -@ 一 = ヤ 

う "- 面 ，ャが 存すると考える。 ところが勝論学派によれば ，このト荷曲は 永遠 不 

変 であ りながら而も 感官によって 直接把捉せられるものとせられるから ， 声性 

も赤永遠不変であ りながら而も 耳によって直接把捉せられるものと 考えられて 

居るわけであ る。 さてこの様な 声性の存することが 勝論学派に於て 認められて 

居るということは 当時印度の哲学界一般で 常識となって 居た。 そこで 陳那は互 

に 王国たるの条件を 備えて居る 二 箇の因が相反する 結論に導く場合の 例として 

この声性を利用したのであ る。 即ち， 「声は無常なり。 所作性の故に。 瓶の如 
            ダルマ 

し 」という論証式の 中で 因 となって居る 所作性とい 5 宗の法は同 品 たる 無 

常なるものの 全体に 亘 って存し異見たる 常住なるものには 全体に 亘 って存しな 

いから， 同品 に有， 異品 に無とい 5 玉 囚 たるための条件を 満足させて居るが ， 

「声は常住なり。 所 間性の故に。 声 性の如し」という 論証式の中で 因 となって 
            ダルマ 

居る所聞 性 という宗の法もまた 同品 たる常住なるものの 一部たる 声性 に存 

し 異品 には全く存しないから ， 同品に倶 ， 異品 に無とい j 王国たるための 条件 

を 満足させて居る。 然るにこれらは 互に相容れない 結論に導くために 声の常無 

常に関し疑惑を 生ずる。 即ちこれらの 因は個々にこれを 論ずる時にはそれぞれ 

声の無常なること 並びに常住なることを 確立する場合の 正田であ るにも拘ら 

ず， これを合せて 論ずる時には 声の常無常を 決定出来ない 不確定 因 となる。 従 

って或る因が 正田であ るか相違 因 であ るか不定 因 であ るかを論ずる 時には二管 

以上の因を対象としてこれを 論ずることは 許されないというのであ る。 のみな 

らず 陳那 によれば， 

cf.v,  V  訳偶 
v4gb.4 二 箇の不確定 因 によって一箇 亡 の前立 コに 関し確定 [ 的な結論の 
V46b. 3 cf.v,V 訳褐づ <tv,V 沢偶 

生ずることはこれ コ亦 ( 吾 々 の コ 経験するところであ る。 

( 第二十三幅 c@  d) 

例えば ( 而立 がコ 声であ る場合， 非 根所 把性 (acak さ " ヲ atva, 主眼によっ 

  K132a.6  て 把捉せられないという 性質 )  と 現量 ( 所把コ性 (PratyakSatva. 臣 現量に 
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(dravya,= 実体 )  にも非ず。 業 (karman,= 運動 ) にも非ず」と かゥ 
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ま
充
 て " も 力ル 業でもないものであ 。 ",  り，異見 は実 ドノサャ 若し   は業のいずれ ヵ ルマン かであ るも   

のであ るが， 井 根所 把性 という因は同 品 たる味に存すると 同時に異 品 たる 意 
  

(manas, Ⅰ注意器官，               の一種 ) や意の運動 ( ヵ ルマソ 業の一種 ) に存するために 同， 

品 と異 品 との両方に跨る 不定日であ るからてあ る。 同様に「声は ド 実に非ず。 ク サャ 

カルマソ 

業 にも非ず。 現量抗拒性の 故に。 味の如し」という 論証 式 中の現量 所把性と 

 
 

いう因も亦それ 自体としては 不定 因 であ る。 即ち現量 所把性 という因は同 品た 

る 味に存すると 同時に異 見 たる 瓶 ( トラヴ 実の ャ - 種 ) や瓶の運動 ( ヵ ルマン 業の一種 ) にも 

存するためにこれ 亦同品 と異見とに跨って 存する不定 因 であ るわけであ る。 然 

るにこれら二つの 因を合せる時には ， 罪根所 把 性の方は瓶や 瓶の運動に存せ 
マナス イチス 

ず ，現量 所把 性の方は意や 意の連動に存しないから ，因は異 見 には全く存し 

ないことになり ，「声は実にも 。 ノサャ 非ず。 ヵル。 業にも非ず」という ・ ， 宗を確定するこ 

との出来る正 因 となる。 即ちこの場合は 個々にこれを 論じた時には 不定 因 であ 

づ たものが，二つ 合せてこれを 論ずる時には 正田となるという 不都合が存する 
cf.J 167b.2 末は ． (1g2a.2ff.) 
わ げであ る。 

  
  
ノ Ⅱ 

  

こ 二の様に因が 二 箇 又はそれ以上存すると ，個々には王国であ ったも 

のが不定 因 となったり，個々には 不定因てあ ったものが王国となった 

りして混乱を 生ずる コ から， ( 以上の叙述に 於ては コ 主題 ( 由 主因であ 

v4gb.5  るか相違因てあ るか不定因てあ るかが論じられて 居る 因 ) は ( 常に ) 単数 
し (20) 

( 形を以て示されたの コ てあ る。 

要するに 陳那にょ れば， 上 来の論述に於て 因をあ られす語が一貫して 単数形で 

85  (205) 
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14 

@ いられたのは ，それらの語によってあ られされるものが 因 一般であ ると同時 

。 に二管以上の 因ではないということを 示すためであ ったというのであ る。 

  ところがこの 様な 陳 那の見解に対し ， 

「 ( 所作性と所聞 性 とが合して不確定田となったり ， 非 根所 把性 と現 

  最前 把性 とが合して確定 因 となるということは ， これを逆に言えば 二 

っ 以上の因ょりなる 不定 因 と正 因 とが存するということであ る。 然る 

  に コ上釆の論述に 於ては主題 ( たる コ 囚は ( 常に コ 単数 ( 形であ らわ 

されて居り ， 而も汝の言 う ところによればその 単数形は類をあ られす 

ための単数形たるとともに 因の数が一箇でもることをあ らわすための 

単数形であ るともせられる コ 。 従って ( 汝の立場に於ては 刀 不確定日 

確 V46b.4  132a.7 ( 即ち不定 因コや ，確定 因 ( 即ち五国 コが二箇 二の因 コ にもとづいて 

成立するこ場合があ ることは却って 承認され コ 得ないことになる」と 

い 5 色疑問が提出される コ かもしれない。 

  そこで 陳那 はこれに対し 次の様に答える。 

その様な誤ちは ( 昔々には コ 存しない。 何となれば， 

( 成程その場合不確定 因 なり確定田なりはそれぞれ コ二箇 ( の 因 

の 存在 コを 条件として成立しては 居る ( が ， これらは コ それぞれ 

二管 ( の囚が合して 一箇の因となったコ 時に ( 不確定 因 或は確定 

坤 49b.6 国 として コ 承認されるのであ り， ( 二 箇の因がコ別々のままでは   

[ その様なものとしては 承認 せコ られないのであ る。 ( 第二十四 偶 

a ～ b) 

確 1.3 ね・ 8 この場合不確定 ( 因コ にしろ確定 ( 因コ にしろ，これらは 二管 ( の 因 

が 一 つに 合すること コ を条件として に それぞれ不確定田，確定田とし 

てコ 承認されるのであ り，こ三箇の 囚が コ 別々のままでは ( その様な 

ものとしては 承認せられ コ ない。 

これに対して 反対論者は ， 

(2 ㏄ ) 84 
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15 集買論の九旬 因説   

  

V46b.5  「その場合不確定 因 となるための 条件ほ何か。 亡三箇 以上の因が存す   

ることではないのか コ 」と尋ねるが ， 

陳那は， 

亡 それは互に コ 相容れない 亡 結論を コ 確定する C__ 箇の因が合して 一   

K132b.l つとなる コ ことであ る。 つまり ( 不確定 因 と言えば 共 不定 因 と不共布 
cf.J 168b 6 末は ・ (193a.8 末年 J 

走回とに限られるわけではない コ 。 個々には 口 確定 因 であ ってコ下 確   
cf ・ K-* 

v4gb.7  建国としての 条件を備えて 居 なくても， 亡 その様な因が 一つに合する   
-K 
とコ不確定 国 としての条件が 備わったものとされるのであ るから， 

口そこに出来上った 不確定因は当然 コ 単数 亡 形であ らわさるべ きコ で 
cf ． K@ @1) 

K132b.2 あ る。 これと同じく ， 井 眼 前把性 と現量 所把性亡 という二つの 因コを 

V46b.6  「一箇に合せて コ 居る因には ( 確定 国 としての コ 既述の条件が 備わっ 
  

v4gb.8  て 居るが， 亡 これら二つの 因が コ 別々のままでは て 確定田としての 条 

件は備わら コ ない。 亡 従ってこの場合も 亦主題は単数形を 以てあ らわ   

さるべ き てあ る， コ 

と答える。 

ところがこの 様な 陳 那の見解に対し ， 更に次の様な 疑問が提出せられる。 

即ち， 
cf.K ヰ や K   

え ばに声はコ所作であ るから無常であ る コ 旺 声は コ勤勇 無間所荒で 

あ るから無常であ る』という時の 様に二 箇 以上二の因 コが ( 別々のま 

まで一つの前立 (sadhya,= 論証の対象 ) を確定して居る 場合は一体ど 

@ なるのであ ろうか。 この様な場合は 王 題 となって居るもの ，即ち 正 

因 であ るか相違因てあ るか不定 因 であ るかが論じらるべ き 因は常に一 

箇 でなければならないとし 5 条件を満足させないから ， これらが王国 

  であ るということを 決定することが 出来ず ， 従ってこれらによっては       

83 (203   



                
  

騰 

v50a.l V46b,7   所士を コ 確定することは 由来なくなるのでほないか」と。 
この疑問の趣旨は 次の如くであ る。 さきに所作性，前聞 性 という二つの 因が声・ 

の 常 無常を決定することの 出来ない不確定田，即ち 不定 囚 とされた場合に ， こ 

れらの因をあ らぬすのに単数形が 用いられ，而もその 単数形が単に 類をあ らわ   

すための単数形ではなく 個物の数をあ らわすための 単数形であ るともせられた 

のは， これら二面の 囚が不確定 因 とされるのはそれらが 別々のままの 状態で不 

確定 因 とされるのではなく ，合して一箇の 因となった時にほじめて 不確定 囚 と 

なるためであ った。 このこ．とは 又 ， 非 眼前 把性 と現量 所把性 という二つの 因が   
ドクサヤ           

声が実でも業でもないことを 立証することの 出来る確定 囚 ，即ち王国とさ 

れた場合にも 同様であ った。 即ちこれらの 因も亦別々のままの 状態で確定 因 と 

されるのではなく ，合して一箇の 囚となった時にはじめて 確定田とされるため・ 

にこれらの因をあ らわすにも単数形が 用いられ，而もその 単数形は類をあ らわ 

すとともに個物の 数をあ らわす単数形ともせられたのであ る。 ところが例えば 

「声は無常なり。 所作性の故に」 「声は無常なり。 勤勇 無間所 発 性の故に」と 

いう論証 側 によっても明らかな 様に，それぞれの 因が別々のままの 状態で同一 

の所立を確立して 居る場合も亦実際上存在する。 即ちこの場合所作性と 勤勇 無 

間所 発性 とはそれぞれが 独立に声の無常なことを 確立して居ると 考えられる。 

従ってこれらの 因について論ずる 時に用いられる 単数形は類をあ られす単数形 

ではあ っても個物の 数をあ らわす単数形ではあ り得ないと考えられる。 然るに 

陳 邦に ょ れば，或る因が 正 因 であ るか相違 因 であ るか不定田であ るかを論ずる 

ことが可能であ るためにはその 因は一箇でほげればならないとせられる。 そし 

てまさにこの 故にその場合主題となって 居る単数形は 類をあ らわすのみではな 

く個物の数をもあ られすものとせられたのであ る。 従って若しも 陳那 のこの立 

場を認めるならば ，「声は無常なり。 所作性の故に」 「声は無常なり。 勤 勇魚 

間所 発 性の故に」という 論証 式 中の所作性並びに 勤勇 無間所 発性 という因につ 

いては，それが 王国であ るか相違 因 であ るか不定 因 であ るかを論ずることは 出 

(202)  8 ぇ 
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ユ 7 集量論 の九旬図説 

来 ないことになるから ， これらの因が 所立たる声の 無常なことを 確定すること 

  の 出来る正田であ ること・を保証することは 由来なくなるのではないか ，という 

  

のであ る。 さてこの様な 疑問に対する 陳 那の解答は次の 如くであ る。 

㈱ づ 
仮令亡国 がコ 多数であ っても， ( それらが互に コ 相容れない亡婦 

そ ㈹ 

K132b.4 
結 に導く様な 因コ でない以上は ， ( それらの因は ) 別々のままで 

あ っても同一 ( の而立コに対してはたらいて 居る二のであ るから 

これらの因を 一括して一箇の 因と見 徹 すことには撞着は 存しな 

いコ 。 ( 第二十四幅 c-d) 

この場合因は 多数に存するけれども ， 亡いずれも コ 同一のことを 亡確 

立コ せんとして居るのであ るから， ( これらを コ 一箇 亡 の 因コと 亡兄 

  倣コ して ( 単数形であ らわすことには コ 撞着は存しない。 例えば同一 
v50a. 2 

のことを主張せんとして 居る人々が ， 「この点に関し 吾タは 一体であ 
K132b.5 

る」という C ことが撞着を 含むとはされない コ 様なものであ る。 

と
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無常であ るが苦であ るから [ 声は コ 無我であ る』 という場合 ( がそ 
K132b. 6 

れ コ であ る。 この場合は ( 二面の因は同一のことを 確立して居るわけ 

ではないから ，令政 が 釈明した様な 意味に於てこれらを 一箇の因と見 

  倣 すことは許さる べ ぎではない。 若しも強いてこれらを 一箇の因と見 

I 徴 して単数形であ られすとすれば ，これらの因は 声が無常であ るか 無 
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l を 提出する コ かもしれない。 

相違決定とは 互に相容れない 帰結を確立する 二管の 固 よりなる一箇の 不定日 の 

ことであ り，さきにあ げた例で言えば 所作性と所聞 性 と より なる不定田がこれ 

， 81@ (201) 
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18 

であ る。 即ち所作性は 声の無常なことを 確立し，双聞性は 声の常住なことを 確 

立する因であ るために， これら二つの 因を合して一箇の 因と見 倣 す時にほ声が 

常住なのか無常なのかを 確定することは 出来ない。 これと同様，今の 場合所作 

性は声の無常なることを 確立し， 苦 性は声の無我なることを 確立して居るので 

あ るから，強いてこれら 二つの因を一括して 一箇の因と見 倣す 時には，一体声 

は無常なのか 無我なのかが 分らなくなり ，相違決定の 場合と同様これら 二つの 

因は不確定田となるのではないかというのであ る。 さてこの様な 疑問に対し 陳 

那は併し次の 様に答える。 

V47a.2  それは正しくない。 この場合は一つ 一つの因が別々のことを C 確立 コ 

K-@ 
して居るのであ るから， 旺 これら二つの 因は全く無関係であ る。 従っ 

    
ところがこれに 対しても 亦 反対論者は更に 次の様な疑問を 提出する。 即ち ， 

K132b.8 v50a.4 「併し或る場合には 多数の所上を ( 多数の コ 因が別々のままの 状態で 
Ⅰ 睡ん 

確立して居る。 例えば F 百分 (avayavin, Ⅰ全体 )  は部分 (avayava)  ょ 

0% 
0 具 る ，仁一方には コ 疑惑， L 他方には コ 確定が存するから コ という 場 

V47a.3 l 合の如ぎであ る」と。 
cf.J 169b.l ぽ ， (194a.3ff.) 

J 伍 endrabuddhi に ょ ればこの疑問の 趣旨は次の如くであ る。 例えば糸は部分 

であ り布は右 分 であ る。 然るに単に布が 拡げられて居るのを 見ただけではその 

布の部分が糸であ ることについては 確定的認識が 得られるが，その 布が毛布で 

あ るか ヵ一 テンであ るかは未だ分らない。 即ちこの場合有介 は ついては疑惑， 

部分については 確定が存するわけであ る。 ところが凡そ 二つのものの 一方に疑 

惑 が存し他方に 確定が存する 時にはその両者は 同一のものではない。 例えば 上ヒ 

丘 とその比丘の 着て居る袈裟とが 同一でない様なものであ る。 即ち袈裟を着て 

居る人を遠くから 見た場合，それだけではそこに 袈裟があ ることは確かに 認識 

せられるけれどもその 袈裟を着て居る 人が仏教の上ヒ 丘であ るか数論の比丘であ す らん 

(2 ㎝ )  80 



    

19 集量論 の九旬 因説 

るかは分らない。 この様に一方 は ついては確定的認識が 存するのに対し 他方に 

ついては疑惑が 存する時にはその 両者は同一ではないから 有力と部分も 亦 異る 

わ げであ る。 ところがこの 推論に於ては 而立 は 有介と部分であ り，因は疑惑と 

確定であ るから， この場合は多数の 所立を多数の 因が確立して 居るわけであ   

る ， というのであ る。 さてこの様な 疑問に対し， 陳 那は次の様に 答える。 

l [ 併し コ その場合でも L 疑惑と確定とは コ 互に依存し合 うこピ に よゥ 

v50a.5   て ， ( 有力と部分との コ 両方に属する 別 箇の特性であ りながら一箇 の 

因 となって居るのであ る。 こ この様に疑惑と 確定との コ 両者は合わさ 

K133a.l って ロ はじめてコ国としての 条件が備わってて 所 士を コ 確立すること 

の 出来 る 正しい因となるのであ るから， ( この場合も亦 吾 等の見解に コ 

誤ちは存しない。 
K133a.2 

㈹ Tib.Ktan.t,hies.la sog ナ pa. な卍 ， la sogs.pa が相違 因 と不定因を含むことに 

ついては ]167a.4 (191b.3) を見よ。 

㈹ この間の議論は 正理 門論の 「 又於 一切 因等栢 中背読所説一散同類句読姉柏。 交互 

栢違共 美一処 猶為因等 ， 或 茂一 % 同作事故． 成不 遠因」 ( 大正 Vol.32,p.2b) にほ 

ぼ 相当する。 

㈹ V  の mnon.sum  擁 a  yin.pa  nid  は誤植。 K 訳を参照して ma  を除く。 v では 

この部分 @.m 脱落して居る 0 

㈱ v のⅡ gal.na は誤植。 V 並びに V 訳握 の 抑ゎ eal.na が正しい。 

㈹ v の ga 五 %  は 誤植。 V の gan,ddu が 正しい。 

904 K の don du-ma 塘 es.pa fT don du.ma ラノび ・ pa の誤植。 

㈲ K の eshan 篠 a y@n.te は eshan y@n,te の誤植。 

I Ⅰ I 

以上を以て正 因 であ るか相違 因 であ るか不定 因 であ るかの決定は 常にただ 一 

箇の因を対象として 行わるべぎであ るということ ，そしてまさにこの 故に九旬 

因 説を述べるに 当ってはそこで 主題となって 居る因は常に 単数形で示されたの 

であ るということについての 説明を終ったので ，次には九旬国中の 第五旬に属 

する所謂小兵不定田が 所立を確立することの 出来ない不確実な 因と さ ォ 。 る と ー 

79  ci99) 
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に 対する論理的根拠が 吟味せられる。 陳那 はこの問題を 取扱うに当ってむ 亦 反 

対論者の疑問に 対して答えるというかたちでその 説明を展開する。 即ち 陳 那は 

反対論者をしてまず 次の如 き 疑問を提出せしめる。 
㈱ づ 
「四種 ( の 因コが 疑惑の囚とされたのは ， ( これらが 同品 と異 品 との コ 

V47a. 4 
v50a. 6 両方に 亡 跨って コ 存するためであ った。 然るに㏄声は 常住なり。 所 

間性の故に コ という論証例の 中の コ所 間性 亡 という因は，岡見と 異見 

との両方に跨って 存するわけではない。 然らばこれが 疑惑の因とされ 
円 ㈲ 

K133a.3 るのは コ 何故であ ろうか」 

四種の因とは 九旬国中の第Ⅰ第三， 第セ ，第九旬に属する 因のことであ り， 

それぞれ「 声は 常住なり。 所量 性の故に」，「声は 勤 勇 無間所 発 なり。 無常性の   

故に」，「声は 非 勤勇 無間所 発 なり。 無常性の故に」，「声は 常住なり。 無触対 性 

の故に」という 論証例中にあ らわれる囚であ る。 さてこれらの 因は順次に，㈲ 

何見に有， 異品 に右，回向 品 に有，異見に 倶 ，㈹ 同品に倶 ，異見に有，㈲ 同品 

に倶 ， 異品に倶 なる因であ るからいずれも 同品 と異 温口 との両方に跨って 在 す   

る 。 従ってこれらの 因が所立を確立することの 出来ない疑惑の 因であ ることの   

根拠はそれが 同品 と異 見 との両方に跨って 存する因であ る点に求めることが 出   

来た。 然るに九旬日中の 第五旬に属する 所謂小兵不定田， 即ち「声は常住な 

り。 前聞性の故に」という 論証 側 によって示される 因の場合には 因は同 品 と異   

品ロとひ c, 跨って存するわけではないからそれが 折立を確立することの 出来ない疑 

惑の因であ ることの根拠はこれを 同品 と異 用ロ との両方に跨って 存する点に求め     

ることは出来ない。 然らばその根拠は 何処に求むべぎであ るのかというのがこ 

こに提出せられた 疑問の趣旨であ る。 さてこの様な 疑問に対し 陳 那は次の様に   

答える， 

6 めヰ ふ く @ 
( それはその因が 同 品 にも 異品 にも全く存しないコ 下夫 (asadharaoa,. 

アサ - グ - ライ 

二 非共通 ) 「の 因コ であ るためであ る。 一切の存在物は ，亡 このコ下夫 

( の 因コにょ って確立さるべ き法 ダルマ ( によって限定されて 居るもの コ 

(198) 78. 
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集量論 の九旬 因説 

と ， こ その とコダルマ 法 矛盾関係にあ ㈲ る ( ダルマによって 法コ 限定されて居るも   

のの中に包含される。 ロ 然るに所聞 性 という因は， それによっで 確立 

さ るべき ダルマ 法 ，即ち常住性によって 限定されて居るもの ( 幸 常住なるも 

の ) にもこれと矛盾関係にあ る ダルマ 法 ，即ち無常性によって 限定されて 

居るもの [= 無常なるもの ) にも存しない コ 。 従って て この因は声が コ 

接 ③ - ノ   
これら C 二種の存在 物コ の中 ( のいずれに属するかを 決定出来ないと 

@v50a.7  い う 意味で コ 疑惑の因であ る。 ( 何故前聞 性 がこれを決定出来ないか 
  

というに，それはこの 場合 コ 前聞性を有するもの ， ( 即ち声も亦 コ一 

V47a.5  切の中に含まれて 居るために ( 常住であ るか紐帯であ るかのいずれか 
キ ㈹ cf.K-, 

であ るが，前聞 性 という因は声にのみ 存し， 声 以外のものには 同品た 

る 常住なものにも ，異見たる無常なものにも コ 全く存しないから そ K ㈹ ， 
( これによっては 声が常住であ るか紐帯であ るかは決定出来ない コわ 

K133a.4 げであ る。 ロ これに反し， 同品 と異 品 とに コ 跨って 亡 存し， そのいず 
  

ねからも完全に コ拒序 されるということのないし 四種の コ 因は ， ( 同 

品 と異 品 との コ 両方にロ宣って 居る コ ために， ( 常住性， 紐帯 性 0 コ 
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22 

正田となるが 如きてあ る。 即ちこれらの 因はその 国品異品 に対する 関 

係 が随従若しくは 遠道のいずれかに 限られて居る 前島 性 や所聞 性 が常 
@-@J@170@b ． 5@ff ． (195@b ， 1@ff ． ) 

に 疑惑 因 たるのとは コ異る 。 口 なおこれに対し ，「 所 間性は必ずしも 常 
cf.K 

に 疑惑 因 であ るとは限らない。 コ戸 亡性コの 常住なことを 承認すれば 
曲 8 ・ 

前聞 性は 仁王 コ因 となる」という 仁人があ る コ かもしれないが ， 亡そ 

K133a. 6 

v50h.l  れは声の コ 無常なることを 証する国として「所作性の 故に」等という 
K-* 

( 因コが 全く述べられて 居たい場合のことであ り， ( 声の常住なるこ 

とを高正する 所聞 性と ，その無常なることを 証する所作性等との コ 二種 

[ の国 コが 認められる時には ，一つのものに 相容れない二つ ( の ダルマ 法コ 
V47a.7 

が 存することは 不可能であ るか㌦ 亡 これは 矢 張り コ 疑惑 因 たるべ き 

K133a.7 であ る。 二戸 性 が所聞であ り且つ常住てあ ることは勝論学派の 伝承 説 
⑧の う 年 6 め 

であ るが，学派の 伝承すべてが 正しいとい 5 わ け のものてはないね 

㈱ -, テ 6O 
v50b.2  今の場合でも ， 現量 ( 等コと 撞着しない 教説が亡 証明コカを有するの 

(3% 
であ るから， ( 声の常無常は コ 現量等によって 確定すべぎであ り，二半 

+K, Ⅰ㈲ 
派の伝承 説 を無批判に受容れて 因を立てるべぎではない コ 。 以上を要 

約して ( 次の コ 偶がこ述べられて 居る コ 。 

仁司 品 にも 異品 にも コ 全く存しない 亡法 グルマ コと， ( 同品ロと 異用 ロ とに コ 

K133a.8 V47b.l 跨って存する [ ダ 。 法 。 コと，相容れない て 結果コを確定する ダル 法とは イ 

N 
常に疑惑の因であ る。 ( 第二十五 偶 ) 
  @ クシャ         

v50b.3 宗 の渋口たる条件 コを 備えた亡国 コが 認識目的を達すること 

K133b.l が 出来ない場合には ，こその因は 宗を コ 否定する ひ 目連因てあ る コ 

か， 或は て 宗の正しいことを 確定出来ない コ 疑惑 因 であ る， 口そし 
Wl 

てこれ コ 以外には 似 因は存しない。 ( 第二十六 %) 

㈹ この部分は正理 門諦め 「 理応 四種 名 不定日。 二俣 有故 。 坊間天河」 ( 大正 Vol   

32,p.2b)  に 相 当する。 

㈲ cig-Sos を矛盾関係にあ るものの意に 解したのは， J170a.l は ． (194b.3 ぼ ． ) が 

(1 ㏄ ) 76 



  
 
   

23 集鼻輪の九 旬因 説 

この例として 常住と無常，有漏と 無漏をあ げて居るのにもとづく ( 但し J の原文引 

用は K の khyad.par げ srid によって居る ) 。 

働 Tib.de,@a. J170a.2(194b.4) に de-@a-ste d 五 cos-po rnams,@a とあ り，この場 

合 d 五 os-Do は文脈上下共の 因によって確立さるべ き ダルマ 法を有するもの ，並びにそれ 

と 矛盾関係にあ る法を有するものをさす。 グルマ よってこの様に 訳した。 
㈱ Tib.de da 五 ldan-pa des hdus.pa Ⅲ phyir-ro. J170a.2 ぽ ． (194b.4 ぱ ． ) によ 

3T. ば de は、 小兵法を指すから 今の場合所聞・ 性を指す。 又 ， des は文脈上すぐ 前の 

d 血 os-po  t わ ;amS,cad を揖すべぎであ る。 よってこの様に 訳した。 

  鯉 O  V,v  ともに ga 五 mthah  KciK Ⅱ as  kya 五刑 a  @og.pa 一 lste  となって居るが ma 

は不要。 K  を参照してこれを 除く。 正理 門論 の 文 ( 注 (32)  を見よ )  も J170a.3 

C1g4b.6)  の引用も K  を支持する。 

  ㈹ v では rnam  ,par  bcad.pa ㎡となって居るが 誤り   V  の mnaIn.par  の ff  bead   

pa ㎡が正しい。 

もの この部分は正理 門論の 「白下夫 故 。 城君小兵 所 成立法所有差別 遍 月一切皆是凝 

固。 ． 唯 仮有性彼所 摂故 ，一向 離故 。 諸有智 共 無間別図， 此唯於彼倶不柑達 ， 是 凝固 

性 」 ( 大正 Vo@.32.p.2b) に相当する。 

㈱ V,v tlt. gnis.kahi cha.la nes- 如， ste となって居るが 丘 es.pa の意味が明らか 

でない。 K を参照して brten.pa と解する。 

㈹ Tib   な di. 

㈲ cf.NB  Ⅱ -114.115. 

㈱ Tib.m 壺 on.sum  da 百 @un.  但し J172a.2  (196b.7)  では mnon,sum-gy@  @un 

として引用され ， m 血 on 、 sum.gyis  mi s@un.ba ㎡ lu 五を意味するものと 注されて 

居るのでここはそれに 従って訳した。 なお T172a.2 ば ． (196b.7 ば ． )  でほ更にこ 

の m 五 on 、 sum  ' 現旭 )  を量一般を代表するものとなして 居る。 そこで訳文では 

「 等 」の語を補ってこの 意をあ らわした。 

鮒 Tib. de kho-na 

㈱ この部分は正理 門 講の「若族具申供力足 有亦 足下国。 間別 余故 。 是者差別。 芳村 

許有声性 定常， 此応 成因。 若族爾時無有顕示所作性等 是 無常 因 ， 容 石化 義 。 然倶可 

得 一義相違下谷君 故 ， 是 猶予 因 。 ス於北 中現 数力勝 ， 故応 休止 思 未決定」 ( 大正 

Vol.32,p.2b) に相当する。 

。 鋤 この偶は正理 門論の 「若田尾本 共 。 具相違決定。 遍 一切 於彼 。 皆是凝固 性 」 ( 大 

正 Vol.32,p.2b) に一致する。 なお． J172a.5 (197a,2 末は ． ) によれば gan. 

dag に対する梵文は yesa 。 R yesam であ り， de-la と対応して居たものと 思お   

れる。 

㈹ この偶は正理 門論の 「 観 宗法審察。 若 所業 違害 。 成賄曙 顛倒。 異此無似因 -l ( 大 

正 Vol.32,p.2 b ～ c) と 一致する。 
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o
-
o
 

ヨ
ヴ
 
0
 ）
 -
 ヲ
 （
 
@
 の
ゲ
ロ
・
 
宙
 0
 「
二
の
「
（
Ⅰ
。
コ
 

%
0
 

し
、
 ㌧
（
 
0
 ア
の
 ア
目
キ
 

団
 の
の
 
マ
目
 八
や
 ヨ
ヴ
窃
 
き
き
 

q
0
 

（
 9
%
0
 コ
 日
 
0
 目
 0
 の
 
n
O
 
し
 ・
㌧
 

q
O
h
 

つ
呂
マ
 

（
 
幡
 
つ
の
 

コ
 の
（
 
@
 
の
ヨ
 の
（
ハ
 
レ
 
の
 
p
o
 
）
 -
 
円
レ
 
「
・
 
ネ
ハ
 
・
 
p
 の
 メ
ト
 
お
の
の
の
（
 

レ
ョ
 降
の
Ⅱ
Ⅰ
 

ヰ
ョ
 
）
ら
の
 諸
 

聖
学
者
が
出
席
し
た
。
 

0
 ㌧
 し
 編
纂
の
基
本
的
な
資
料
と
な
る
の
は
 
モ
 ・
 
円
 r
e
 

コ
ラ
 

オ
コ
窯
 の
 残
し
 

た
の
ま
で
で
あ
る
。
も
と
も
と
 
円
 Ⅱ
の
 
コ
 c
 
マ
コ
 
の
「
が
パ
一
 リ
研
 究
 を
は
じ
 

屈
 
め
た
当
時
、
バ
ー
リ
語
の
テ
キ
ス
ト
は
未
だ
ほ
と
ん
ど
 出
 仮
 さ
れ
て
は
い
 

た
 か
つ
た
。
か
れ
 ば
 多
く
の
く
の
の
を
見
て
、
か
れ
 独
 有
の
方
 法
 で
び
 L
 

マ
ナ
イ
 ズ
 を
し
、
手
稿
本
テ
キ
ス
ト
を
多
数
有
し
て
い
た
。
 

こ
 の
手
稿
本
 

は
 極
め
て
完
全
な
も
の
で
あ
っ
て
、
数
多
く
の
原
典
出
版
が
な
 さ
れ
た
 今
 

日
 に
お
い
て
も
、
な
お
か
つ
一
層
の
信
頼
性
を
有
す
る
。
 
か
 セ
 仙
の
巳
 @
 
口
 

は
 多
く
こ
の
手
稿
本
に
よ
り
そ
の
真
数
・
打
数
を
引
用
し
て
い
  
 

し
 今
日
こ
れ
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
や
は
り
か
れ
の
手
稿
 古
 0
 頁
放
 る
 

㌧
 a
-
@
 
円
 e
x
 

（
の
 

O
C
@
 

の
（
 
ぜ
 本
の
そ
れ
に
置
き
換
え
る
要
が
あ
る
。
 

ロ
 ・
ト
コ
宙
の
「
の
の
 

コ
と
目
 ・
の
 
ヨ
 @
 

と
は
、
新
し
い
様
式
に
よ
っ
て
 Ⅱ
 ム
 「
 

日
 そ
の
ま
ま
利
用
し
 ぅ
る
 形
の
の
 コ
づ
 を
作
成
し
た
。
か
れ
ら
 は
づ
お
デ
 

c
k
n
e
 

（
の
古
い
方
式
を
書
き
改
め
る
と
と
も
に
、
新
し
く
多
く
 か
り
軸
呵
彙
 

用
例
を
ひ
ろ
つ
て
 円
 「
の
 
コ
 
c
 ガ
ロ
浅
の
匹
ち
を
補
充
し
た
，
し
か
 し
ド
 Ⅰ
 

0
 目
 実
巳
 「
の
 
四
ぢ
を
 完
全
に
書
き
改
め
て
し
ま
う
こ
と
は
で
 ぎ
な
か
っ
 

た
 。
の
中
口
編
纂
の
基
礎
的
資
料
は
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
 た円
お
コ
一
 

0
 甘
言
「
お
よ
び
下
臣
 
よ
肋
目
あ
 三
日
の
新
旧
二
様
の
の
 
-
@
 

口
で
 あ
る
。
 

そ
の
量
は
非
常
な
も
の
で
あ
る
が
、
未
だ
完
全
で
は
な
い
。
 か
 れ
る
の
 見
 

残
し
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
し
、
さ
ら
に
新
し
い
テ
キ
ス
ト
が
 次
 々

と
印
刷
 

出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
辞
典
は
語
彙
を
収
集
す
る
 文
 献
の
範
囲
 

を
 限
定
す
る
こ
と
な
く
、
出
版
さ
れ
た
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
に
 わ
た
る
こ
 

と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
語
彙
の
収
集
は
永
久
に
続
く
と
も
 言
 え
る
。
 従
 

つ
て
こ
の
辞
典
の
最
後
の
巻
は
の
け
で
巴
の
 
ヨ
臼
 （
で
あ
る
。
 
現
 在
 予
定
し
 

て
い
る
の
㌧
 ロ
の
 構
成
は
次
の
如
く
八
巻
か
ら
成
る
。
 

 
 

第
二
巻
 
ゅ
 
?
0
 

 
 

第
一
巻
 
い
 

 
 
 
 

第
三
巻
 
オ
 
a
t
n
p
 
 

第
四
巻
石
 @
 コ
ぃ
 

 
  

 

第
五
巻
尾
 ?
 ヨ
ヰ
 

第
六
巻
）
 a
@
 厘
 



  

第
八
巻
の
億
 っ
 
三
の
 ヨ
 の
 コ
 （
 

第
七
巻
の
 p
t
 ア
 り
 

各
巻
 そ
れ
ぞ
れ
 
四
 0
0
@
 

四
五
 

0
 頁
で
あ
っ
て
、
全
巻
完
成
ま
 で
に
二
五
 

年
位
 要
す
る
と
い
う
。
し
か
し
実
際
に
は
さ
ら
に
長
い
年
月
を
 要
す
る
に
 

椙
違
 な
い
。
 

デ
ン
マ
ー
ク
学
士
院
は
国
際
哲
学
人
文
科
学
協
議
会
（
出
づ
の
 
コ
 ）
と
方
 

国
学
士
院
連
合
（
 C
 巳
 ）
の
 巨
援
を
 5
 け
、
こ
の
辞
典
編
纂
の
 た
め
に
 
二
 

つ
め
 委
員
会
を
設
け
て
い
る
 -
 そ
の
構
成
は
次
の
如
く
で
あ
る
  
 

り
 
管
理
委
員
会
（
の
し
黒
毛
 
@
 
の
 
0
 尾
の
。
 ヨ
ぎ
窩
 ）
 

下
 ・
 
コ
 0
 コ
 年
 二
才
の
の
 

コ
 （
の
す
 

注
ペ
ヨ
 の
 コ
 ）
 -
 Ⅰ
・
 
レ
す
年
 。
 
氏
 -
 

Ⅰ
 し
 ・
 
コ
 0
 「
 
コ
の
 
プ
 %
.
 エ
け
ヨ
ヴ
 
a
c
 
ゴ
 ・
の
・
 
巾
 ・
 
目
ぃ
 了
了
の
の
 
オ
 の
 
r
a
 の
 諸
 氏
 。
 

㈲
実
行
委
員
会
（
 ト
ト
ヨ
 目
の
目
 ぃ
由
 
v
 の
の
 0
 ヨ
ぎ
 R
 ）
 

Ⅰ
・
Ⅰ
・
下
の
 

ヨ
ヨ
 0
 ヱ
い
 
す
（
の
 プ
田
 「
 
ヨ
の
コ
 
）
・
 
ホ
 ・
し
 
い
臣
 。
Ⅰ
・
 
由
お
 -
 
ヨ
臼
 O
 く
 

の
 諸
氏
。
 

そ
し
て
事
実
上
、
 
づ
 （
 
o
h
.
 
「
・
 
r
.
 

耳
の
 

ヨ
 2
%
 ぽ
ゴ
 に
よ
っ
て
こ
の
 
事
業
が
運
 

営
 さ
れ
て
い
る
。
教
授
は
卓
越
し
た
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
 コ
ペ
ソ
 
ハ
 

｜
 ゲ
ン
大
学
教
授
、
デ
ン
マ
ー
ク
学
士
院
の
有
力
メ
ソ
バ
ー
で
 あ
る
。
 

こ
の
機
構
の
も
と
、
新
し
い
国
際
協
力
体
制
を
も
つ
て
 
き
 （
の
㍉
 

コ
 の
曲
 
0
l
 

口
 生
し
 0
 卸
せ
 0 （
 囹
 の
り
 
ゴ
 
0
 迂
ニ
が
 組
織
せ
ら
れ
、
こ
の
ほ
ど
 第
二
巻
の
 

第
一
分
冊
の
出
版
を
見
た
（
 
せ
 0
-
.
 
ア
ヲ
ぉ
 ・
 
P
-
 ㍗
注
ぎ
 き
っ
ヨ
 p
-
 
の
 。
 つ
の
｜
 

コ
ブ
 
の
の
の
 

コ
 Ⅱ
の
の
っ
）
。
こ
の
分
冊
の
編
纂
に
た
ず
さ
わ
っ
た
の
は
 
弔
 「
 
0
 Ⅰ
Ⅰ
 

中
す
 年
 
0
 「
（
（
下
の
 

ヨ
サ
ヒ
ぺ
帳
 

）
・
ロ
ペ
・
（
・
 

q
 赤
の
「
（
 
巾
 （
 
り
ゴ
ぃ
 

）
 
，
し
 r
.
O
 
め
 ・
の
 
0
 年
ぃ
｜
 

オ
け
ヨ
ヴ
 
u
r
a
 （
の
 
o
-
0
 

ヨ
ゴ
 0
 ）
・
 
し
 コ
定
・
 パ
 。
 つ
で
 （
下
の
田
の
子
定
め
・
 

0
 0
 で
 
0
 コ
 ゴ
 の
 ｜
 

鳴
コ
 ）
 や
 、
コ
ペ
ソ
ハ
ー
ゲ
ン
の
 
日
乙
 ・
 ロ ・
 づ宕
モ
 ・
 目
 Ⅱ
 勺
 呈
や
二
の
 
ド
 

抹
 q
@
 
の
 
（
の
 
コ
お
コ
 -
 
ヨ
プ
之
 ・
 
ミ
ぢ
 る
許
三
の
諸
氏
で
あ
る
。
 

呂
 （
の
・
 

ロ
 ・
 
弔
 a
u
 モ
は
 、
み
ず
か
ら
原
稿
を
書
く
と
と
も
に
、
 こ
 0
 編
纂
 

事
業
の
セ
ク
レ
タ
リ
ー
を
つ
と
め
、
ま
た
家
庭
の
主
婦
と
し
て
 多
忙
で
あ
 

る
 。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
し
 コ
由
 ・
 
パ
 0
 っ
 で
は
最
近
で
は
一
年
 の
半
分
以
 

上
 コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
 
ソ
 に
滞
在
し
て
お
ら
れ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
 @
 
宇
 子
院
 は
、
 

こ
の
辞
典
編
纂
の
た
め
に
大
き
な
部
屋
を
割
い
て
い
る
が
、
 先
 生
は
毎
日
 

こ
こ
で
原
稿
作
製
に
没
頭
し
て
お
ら
れ
る
。
わ
た
く
し
は
親
し
 く
御
 指
導
 

を
い
た
だ
い
た
。
ご
家
族
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
残
し
て
来
て
 お
ら
れ
る
 

の
で
、
ホ
ー
ム
・
シ
ッ
ク
に
か
か
つ
た
よ
と
冗
談
を
言
っ
て
 お
 ら
れ
た
。
 

目
 a
x
 毛
ぃ
 二
の
の
の
 

ド
 に
学
ば
れ
、
日
本
の
学
者
に
も
知
己
を
も
つ
 て
お
ら
れ
 

る
 。
こ
の
編
纂
に
は
ド
イ
ツ
の
手
者
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
  
 

マ
イ
ン
ツ
の
㌧
 q
0
 
ア
下
 ・
の
。
す
の
色
は
最
初
か
ら
こ
の
事
業
に
 参
画
し
、
 

下
 0
 （
・
 
ヱ
 ・
 由
仁
ョ
ヴ
 
a
c
 
ァ
 ・
 し
 r
.
 
ヱ
 ・
 零
宇
 p
 「
（
（
い
ず
れ
も
 ヨ
巴
コ
 ぃ
 ）
は
 、
 ・
 
ハ
 

｜
リ
の
 大
字
者
毛
 @
 ニ
ョ
 
音
 斤
目
が
遺
し
た
老
大
な
資
料
を
 

こ
の
 

辞
典
に
組
み
入
れ
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
。
オ
ラ
 ソ
ダ
 で
は
 
甲
 o
h
.
 
ペ
ド
づ
 

い
田
 @
@
@
@
 

（
 
桶
 （
 
@
 
、
 P
@
 
「
 
0
 （
・
 
-
 
年
 
ハ
 ・
 
@
 ぬ
 
@
 ノ
ト
 
「
 ぬ
 
@
e
@
 

の
の
。
Ⅰ
 

レ
 
q
.
 
目
 @
 
・
Ⅰ
 
り
 ・
 い
 。
 戸
 ざ
ら
 が
 協
力
し
 

て
い
る
。
ま
た
最
近
セ
イ
 ロ
ソ
 大
字
の
 
づ
 q
0
 

（
・
 

之
 ・
 
ナ
 ・
）
 
ぃ
 ㎏
 ビ
ユ
 0
 オ
臣
 ヨ
り
 

も
こ
の
事
業
に
参
加
し
た
。
 

こ
の
辞
典
編
纂
に
要
す
る
費
用
は
、
す
べ
て
参
加
す
る
側
に
お
 い
て
 調
 

達
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
だ
け
多
数
の
学
者
 が
 、
世
界
 

の
 各
国
か
ら
参
加
し
て
い
る
事
実
は
、
こ
の
辞
典
の
も
つ
重
要
 性
を
雄
弁
 

に
物
 圧
 由
っ
て
い
る
。
 

二
 

コ
ペ
ン
ハ
 l
 ゲ
ン
大
学
と
王
立
図
 毒
館
 

コ
ペ
ソ
ハ
ー
ゲ
 
ソ
 大
字
（
本
本
 ず
 り
 コ
ゴ
つ
ぺ
コ
 

の
 己
コ
 ぎ
り
 屯
ぎ
 う
し
の
 
イ
ソ
が
   

  



学
 研
究
室
は
つ
い
最
近
設
立
さ
 れ
 た
ば
か
り
で
 虹
る
 。
デ
ン
マ
 ｜
ク
 に
お
 

げ
 ろ
 イ
ン
ド
研
究
は
 1
1
-
 

呈
 畑
芋
 者
オ
拐
ヨ
拐
繍
穿
 
（
一
七
八
 
セ
 年
１
一
八
 

三
 二
年
）
以
来
長
い
歴
史
を
有
す
る
が
、
こ
の
ぎ
の
（
一
宮
（
 
は
 

あ
る
。
の
 吊
 し
の
協
力
者
名
 ミ
ョ
守
 王
氏
は
そ
の
門
下
で
あ
 新

し
く
、
 

る
 。
 

一
九
六
①
年
の
大
学
ガ
リ
ン
ダ
ー
に
も
ま
だ
そ
の
名
前
が
掲
載
 さ
れ
て
 ぃ
 

な
い
。
図
書
室
を
兼
ね
た
講
義
 室
 と
小
さ
い
教
官
室
だ
け
で
、
 写
生
も
少
 

な
く
、
ま
だ
充
実
し
で
い
る
と
は
 
@
 ，
 
え
な
い
。
 
キ
 0
 Ⅰ
由
り
 
コ
 の
宙
の
 
コ
 年
ヱ
 
マ
 の
 
0
 コ
 

が
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 や
 パ
ー
 ヮ
 を
教
え
て
い
ら
れ
る
。
の
り
し
 の
 協
力
者
 

の
 一
人
言
種
 -
 
の
 （
・
 
パ
 （
一
の
（
 

e
 コ
は
コ
 氏
は
そ
の
弟
子
で
あ
る
。
の
㌧
 
口
の
編
纂
 

委
員
を
し
て
い
る
㌧
（
 o
h
.
 

バ
 ・
 
ロ
ハ
 
（
（
は
、
こ
の
大
字
の
 
ノ
 ラ
 ソ
 字
の
教
授
 

で
あ
り
、
㌧
（
 
o
h
.
r
.
 

壮
蚕
 

ヨ
の
 
-
 
の
 せ
は
比
較
 @
 ま
 n
@
 

字
の
頂
 

字
 と
し
 て
 有
名
で
 

次
に
王
立
図
書
館
（
 し
 二
本
 0
 コ
 幅
の
鰍
の
巾
 
ぎ
目
 
0
 （
の
ダ
ビ
 
す
 の
 オ
 0
 せ
い
 
-
 

富
 な
文
献
を
揃
え
て
い
る
。
中
で
も
東
洋
部
門
（
 
0
 （
一
 

の
コ
 
（
 
主
 井
下
 

ま
町
 ギ
 ）
は
 、
 の
下
（
（
の
（
 

@
a
 
コ
 の
す
。
お
宮
殿
に
隣
接
し
、
立
派
な
 

に
は
、
パ
ー
り
を
は
じ
め
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
チ
ベ
ッ
ト
等
の
 設

備
と
豊
 

諸
諸
で
書
 

片
口
 
匹
ぎ
幅
 
）
 

か
れ
た
多
量
の
文
献
、
特
に
写
本
を
有
す
る
。
保
存
状
態
も
 
良
好
で
あ
 

る
 。
パ
ー
 り
 写
本
の
コ
レ
ク
シ
ョ
 ソ
 は
、
ロ
ン
ド
ン
の
 
い
 （
 
一
 
（
 
ざ
す
 呂
仁
｜
 

の
の
 
ヒ
ヨ
や
 
主
色
 田
 0
 田
は
の
 ヱ
 %
 代
 せ
に
も
存
す
る
が
、
コ
ペ
  
 

ン
 の
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
善
の
も
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
   

学
者
、
セ
イ
ロ
ン
の
 
ロ
ア
 の
・
Ⅱ
・
の
 

0
 色
ハ
オ
 

由
ヨ
ヴ
俺
 

「
り
は
一
九
五
 工
 
八
年
、
 ，
 
」
 

望
 
こ
を
訪
れ
て
驚
嘆
 し
 、
か
れ
の
手
に
よ
っ
て
写
本
の
目
録
 を
 出
版
す
る
 準
 

備
 が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
そ
の
印
刷
が
は
じ
ま
り
、
 一
 部
は
校
了
 

と
な
っ
て
い
た
。
題
名
は
 0
 （
 
襯
巳
 主
審
銭
高
 浅
 ち
あ
ぎ
し
り
 コ
 乙
 す
の
 0
 ｜
 

展
帝
ぃ
 （
 
一
 
0
 コ
 で
、
二
巻
か
 も
 成
る
と
い
う
。
 

因
み
に
 セ
イ
ロ
ソ
 で
は
、
セ
イ
 ロ
ソ
 大
学
図
書
館
の
 メ
 ・
 
ロ
 ・
の
。
 
ヨ
 P
@
 

隼
 ハ
 %
Q
 氏
が
全
セ
イ
ロ
ン
に
存
在
す
る
パ
ー
 り
 写
本
の
目
録
を
  
 

は
じ
め
た
。
第
一
巻
が
出
版
さ
れ
た
が
う
 
こ
 す
 鍍
仁
の
 
0
 （
（
 
す
の
 弔
い
マ
コ
 

す
乳
母
の
切
 0
 （
の
の
 
玉
 0
 コ
 ・
 
せ
 o
-
.
 

巴
 9
 色
 0
 口
の
 0
 づ
の
 
（
 
コ
ヨ
 
の
 コ
 （
 巾
 「
の
の
の
 

ち
お
）
、
す
で
に
入
手
困
難
で
あ
る
。
ま
た
ビ
ル
マ
の
ラ
ン
 
グ
ー
ン
 

に
は
最
近
 
円
ア
 
0
 目
 
臣
 。
 ヨ
の
曲
 
0
 コ
ヒ
 Ⅰ
 
コ
簗
ぎ
由
 

（
の
 ト
 
0
 「
 下
 年
日
 
ハ
コ
 
。
 0
 色
 

巾
仁
巨
 
年
三
 
%
 ざ
の
二
ユ
 
げ
 の
に
お
び
た
だ
し
い
写
本
が
集
め
ら
れ
て
 
 
 

王
立
図
書
館
の
東
洋
部
門
で
は
、
 r
.
 

い
ま
 

呂
ぃ
柱
 （
氏
が
こ
 注
 の
 （
 で
 

あ
り
、
そ
の
下
に
 毘
由
 a
a
 
（
 
す
 氏
が
い
る
。
い
ず
れ
も
 
呂
 ・
 
下
 0
 片
田
 す
 0
 

の
 0
 ヨ
 つ
 い
 （
 
り
 （
ぎ
の
力
臼
田
 

ざ
コ
 
の
で
あ
る
。
ロ
ロ
お
す
り
「
 

&
 （
氏
は
 ヴ
 ヱ
 ー
 ダ
 の
 

研
究
者
で
あ
り
、
の
 
0
 ヨ
 り
に
関
す
る
論
文
も
あ
る
。
 叫
 a
a
 

「
す
民
 

 
 

ヤ
 の
ビ
 お
住
 
や
黒
 3
%
 
ほ
 つ
い
て
チ
ベ
ッ
ト
研
究
を
し
た
 
八
 で
、
 

（
 
p
n
 
で
 ぃ
 を
研
究
し
て
い
る
。
若
い
が
も
の
静
か
な
人
で
あ
る
。
 

三
 
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
イ
ン
ド
 学
 

ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
け
る
イ
ン
ド
字
の
中
心
は
オ
ス
コ
大
学
（
 己
 コ
 -
 
七
の
Ⅱ
 

｜
 

ゑ
 （
の
（
の
（
 

一
 0
 凹
 0
 ）
に
あ
る
。
大
学
附
属
の
歴
史
博
物
館
 

雀
 -
 
の
田
。
Ⅱ
一
の
 

オ
 

目
垢
 笘
ヨ
 ）
の
三
階
に
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
研
究
室
（
ま
色
。
 

目
 八
二
の
片
 

Ⅰ
 
コ
の
 
（
 
@
 
（
 
由
 （
（
）
が
あ
る
 
0
 
 こ
こ
の
研
究
室
は
巨
匠
ス
テ
 
エ
ン
 
コ
 ノ
ー
 ヴ
 

牡
て
 

の
 （
の
 

、
い
く
部
屋
に
も
わ
た
っ
て
図
書
は
相
当
に
充
実
し
て
い
た
 

コ
メ
 0
 コ
 0
 毛
 （
一
八
六
 
セ
 年
１
一
九
四
八
年
）
が
創
始
し
（
   

（
 
註
 ）
ド
イ
ツ
、
ハ
ン
プ
ル
グ
大
字
の
イ
ン
ド
 

字
 研
究
室
も
 
の
芹
 
。
 @
 
リ
 

ス
 0
 コ
 0
 毛
を
初
祖
と
す
る
。
そ
の
あ
と
Ⅱ
 ヨ
 の
 ま
 仁
の
㌧
「
 
0
 （
 毛
 

の
り
す
年
年
ぎ
や
 

巾
 「
 
o
h
.
 

Ⅰ
・
巨
万
口
。
 

宙
 と
つ
づ
い
て
い
る
。
 

す
ぐ
隣
室
は
博
物
館
の
東
洋
部
門
と
な
っ
て
お
り
、
イ
ン
ド
・
 中
国
・
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り
 、
ま
た
女
婿
で
あ
る
と
い
う
。
Ⅰ
立
年
の
あ
や
 

す
 n
o
 

三
の
 

も
と
に
 @
 
宇
 

び
 、
も
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
イ
ェ
ー
テ
ボ
リ
の
室
生
 

き
お
 
に
   

が
 、
 丙
 0
 
コ
 つ
 
ま
の
後
任
と
し
て
来
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
温
厚
 

に
し
て
 親
 

し
み
易
く
、
非
常
に
人
望
が
厚
い
。
 
イ
 ソ
 ド
 の
西
北
辺
境
地
 
方
 に
残
る
 

木
坤
め
 

Ⅰ
の
よ
う
な
、
ア
リ
ヤ
ン
系
の
 

@
 語
や
民
族
を
研
究
す
る
 
 
 

早
者
の
一
人
で
あ
る
。
 

 
 

大
学
に
見
 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
仏
教
学
な
い
し
イ
ン
ド
字
の
研
究
者
 

は
、
ゥ
 

出
さ
れ
る
。
 

北
欧
第
一
の
 
部
 ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
大
 
@
 に
は
、
下
お
・
 
て
お
 （
 ㏄
 ざ
 l
 

め
 （
Ⅰ
 

は
年
ま
の
 
コ
ア
 
ウ
 「
 
色
 （
が
あ
っ
て
 
、
イ
う
 

叫
 
く
や
ハ
 
に
 
卜
許
 
し
Ⅰ
 
卜
 
。
ま
た
 由
 @
 
の
 
（
 
o
q
@
 

の
｜
 

才
ぃ
ツ
ミ
 

絹
の
の
痒
の
の
の
 

こ
 の
 
i
u
 

（
 
@
 
の
す
 
い
 の
 ぃ
ヨ
巨
 
叫
い
 
ハ
コ
い
 
に
は
 シ
ナ
 字
を
中
心
 

と
す
る
東
洋
学
研
究
の
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
Ⅱ
 

ヨ
の
 
「
 
@
 
（
仁
の
㌧
 

r
o
 

（
 ロ
 ・
 
パ
ぃ
ユ
｜
 

め
お
コ
 
も
こ
こ
に
い
ら
れ
る
が
、
仏
教
学
や
イ
ン
ド
字
で
は
 

見
 る
 べ
 き
 も
 

の
は
な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
 

新
 字
の
中
心
は
 
、
 何
と
 い
つ
て
も
 

ウ
プ
サ
ラ
で
あ
ろ
う
。
ウ
プ
サ
ラ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
古
都
で
 

あ
り
。
 日
 

 
 

都
を
感
じ
 

日
本
に
わ
た
る
美
術
品
を
陳
列
し
、
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
 
。
現
在
、
 

づ
 「
 
0
 ア
の
 ・
 
ミ
 0
q
 

内
の
 

コ
 の
（
 
@
 
の
 「
コ
 
0
 が
イ
ン
ド
の
言
語
と
文
字
を
担
当
 さ
れ
て
い
 

る
 。
聴
講
す
る
学
生
は
数
名
に
す
ぎ
 ぬ
 由
で
あ
る
が
、
ア
ヴ
ェ
 
 
 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
パ
ー
リ
，
ヒ
ン
デ
ィ
ー
に
い
た
る
ま
で
 広
 く
 教
え
 ろ
 

 
 

れ
て
い
る
。
あ
と
で
知
っ
た
が
、
教
授
は
の
方
 コ
パ
 o
n
o
 
毛
の
 お
い
に
 当
 

た
 。
ウ
プ
サ
ラ
大
学
に
は
Ⅰ
 已
 三
三
 ざ
孟
コ
 （
 
む
 （
の
 坤
ロ
 
の
下
 ぎ
ヨ
 の
 曲
穣
ヨ
 

㏄
 

 
 

助
教
授
に
は
 ロ
 ア
ニ
臆
虫
 ヨ
っ
 湧
の
 0
 コ
 が
お
ら
れ
る
。
㌧
（
 ゥ
 （
・
 
韻
 

派
 な
部
屋
を
も
つ
て
い
る
。
教
授
に
は
 巾
 「
 
え
 ・
 o
 の
 c
a
r
 
臼
 鼠
毛
 

（
 
ぴ
 「
 り
コ
 
宙
の
ぎ
 

d
o
 

の
 け
 「
 0
 ロ
 の
 @
 
の
方
の
つ
づ
町
マ
（
 

ゥ
 「
の
 
マ
 三
 %
 

が
あ
り
、
 
顕
利
 

は
 、
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
語
を
専
攻
し
 、
 ア
ヴ
ェ
ス
タ
・
 
ヴ
ヱ
｜
 

・
ハ
ー
ラ
タ
に
詳
し
い
。
 
宙
 E に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
研
究
も
 

ダ
 ・
マ
ハ
 

し
く
て
 立
 

-
 
オ
ウ
二
ロ
㏄
Ⅱ
 

 
 

あ
る
 

 
 

 
 

（
 
メ
ト
ゆ
せ
 

E
.
 
か
 
り
 
E
 い
の
の
ま
 

0
 二
の
の
Ⅰ
コ
年
 

ゥ
 ー
 岸
ぃ
 コ
 %
 坤
の
 H
,
 
ロ
臣
づ
宙
ト
 
つ
ら
Ⅰ
）
。
 

学
術
雑
誌
 

生
年
日
 ぃ
 巨
晶
三
の
（
 

@
c
a
 

お
よ
び
 

0
 お
臣
ぃ
コ
ぃ
 ㏄
 u
e
n
 
害
 い
の
 編
纂
を
推
 

進
 し
て
い
る
。
ま
た
宗
教
史
，
比
較
宗
教
の
分
野
に
わ
た
り
、
 非
常
に
多
 

方
面
に
興
味
を
も
つ
て
い
る
。
日
本
の
神
道
・
天
理
教
や
ア
イ
 ヌ
は
 つ
い
 

て
ま
で
関
心
を
も
つ
て
い
ら
れ
た
。
 

マ
 ・
 ま
ヨ
 0
 コ
 お
目
は
 、
ソ
 ル
ポ
ン
ス
 

で
呂
 ・
 汀
ざ
 年
女
史
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
語
を
学
び
、
立
派
な
著
書
 も
あ
る
。
 

（
Ⅰ
 
コ
宙
 
0
 。
 
@
 
目
プ
 
@
0
@
 

笘
 @
w
n
 

ア
 の
の
（
 

@
 

E
@
p
@
@
u
 

コ
 ・
 
ロ
こ
 
の
ヲ
 

@
 
申
の
（
す
っ
年
の
 

コ
 
&
@
 

の
「
 苗
 u
u
u
@
 

の
 ま
 り
い
 
す
の
 
コ
 

己
 す
の
「
の
の
方
の
（
・
 

E
 三
の
（
の
 
口
 c
 王
 
@
 

由
ぎ
ヴ
 由
り
 
左
 
a
u
 

（
日
の
 

ロ
 の
 年
 。
 し
 円
仁
コ
 
的
 

ぎ
お
 Ⅰ
口
オ
の
お
ま
 
い
 年
コ
 
の
 の
 コ
 （
 
ロ
 Ⅰ
 宙
ず
 ㏄
 ぃ
コ
 
の
 オ
 ヱ
 %
 ま
ざ
 ヲ
 ㏄
 ピ
 ・
 H
.
 
C
 も
つ
の
い
 

｜
 

団
 
）
の
の
～
）
。
目
下
チ
ベ
ッ
ト
調
法
華
経
の
研
究
を
進
め
て
い
る
 
。
ま
た
 

｜
り
 語
は
由
 臼
ヨ
 宰
の
 ョ
 @
 
（
才
に
教
え
を
 5
 げ
、
生
前
つ
い
に
 そ
の
完
成
 

を
 見
な
か
つ
た
パ
ー
リ
文
法
書
の
注
 守
 コ
ロ
（
 

@
 の
 索
引
（
 年
す
以
 後
 ）
作
製
 

の
 仕
事
を
引
き
受
け
て
い
る
。
㏄
 ョ
 @
 
（
 
甘
 自
身
の
残
し
た
カ
ー
ド
 が
あ
る
 

が
、
 細
か
い
事
柄
は
記
入
し
て
な
く
、
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
 索
引
の
体
 

裁
 を
す
で
に
出
版
さ
れ
た
部
分
圧
・
の
 ョざ
ォ
 
の
き
 守
コ
 @
 
（
 
@
.
 
ぺ
 。
 -
.
 
セ
 @
 ト
 

ぃ
 1
 曲
 す
坤
田
の
ぃ
曲
、
 

Ⅰ
 絹
 乱
 
し
寅
 ）
に
揃
え
る
に
は
、
非
常
な
努
力
 を
 要
す
 

る
 。
こ
れ
が
完
成
に
は
な
お
相
当
の
時
日
を
要
す
る
で
あ
ろ
 5
 。
わ
た
く
 

し
は
 
甲
 ・
 舵
ヨ
 0
 コ
お
 0
 コ
 か
ら
非
常
に
親
切
な
歓
待
を
 ぅ
げ
、
 
す
っ
か
 
り
 

  

  

。
 む
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こ
こ
で
そ
の
研
究
状
況
を
報
告
す
る
「
コ
プ
ト
語
グ
ノ
ー
シ
ス
 文
書
し
 

と
は
、
一
九
四
五
年
に
エ
ジ
プ
ト
の
 ナ
グ
 ・
ハ
マ
デ
ィ
附
近
に
 お
い
て
 発
 

見
さ
れ
た
十
三
の
パ
ピ
ル
ス
写
本
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
写
本
 0
 発
見
は
 

い
わ
ゆ
・
 
る
 「
死
海
写
本
し
の
発
見
と
共
に
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
 史
 の
み
な
 

ら
ず
古
代
末
期
の
宗
教
史
研
究
の
上
に
一
時
代
を
劃
す
る
も
の
 と
 言
わ
れ
 

る
 。
そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
先
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ぎ
た
い
  
 

古
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
理
は
、
い
わ
ゆ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
 
（
 ヘ
レ
 

ニ
ズ
ム
化
さ
れ
た
特
に
イ
ラ
ン
と
ギ
リ
シ
ャ
宗
教
の
影
響
 

を
 受
け
た
 

異
端
的
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
 混
汚
 宗
教
）
と
 0
 対
決
と
そ
 

の
 吸
収
を
通
し
て
成
立
し
た
。
こ
の
事
実
は
、
数
多
く
の
 護
教
 文
学
と
そ
 

の
 批
判
の
対
象
と
な
っ
た
新
約
聖
書
外
典
の
存
在
を
見
て
も
 明
 ら
か
で
あ
 

ろ
 う
 。
し
か
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
そ
の
も
の
の
姿
は
 、
 主
と
 し
て
、
 こ
 

の
 宗
教
に
関
す
る
 護
 教
学
者
の
言
及
や
引
用
、
つ
ま
り
間
接
 費
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    

  

  

コ
プ
ト
語
グ
ノ
ー
シ
ス
文
書
研
究
の
現
状
 

献
 

荒
井
 



 
 

い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
 0
 と
こ
ろ
が
、
一
九
四
五
年
に
 、
 実
に
 五
十
に
 近
 

い
 直
接
資
料
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
 @
@
 通
称
「
 ナ
 グ
 ・
 ハ
マ
 

デ
ィ
文
書
」
 ｜
 がい
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
 
こ
と
は
、
 

ま
の
コ
コ
 

e
c
 
ガ
 o
 編
集
に
よ
る
「
新
約
聖
書
外
典
」
が
そ
の
第
三
板
 
（
一
九
五
 

九
年
）
に
お
い
て
全
く
書
 き
 変
え
ら
れ
た
こ
と
を
み
て
も
明
ら
 か
で
あ
ろ
 

（
 
2
 ）
 

ハ
 
@
 ツ
つ
 

た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
テ
キ
ス
ト
は
、
発
見
 さ
れ
て
 

か
ら
既
に
二
十
年
近
く
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
 未
 だ
 に
 満
足
な
 

形
で
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
セ
ム
語
学
者
 に
 比
し
て
 

コ
プ
ト
語
学
者
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
、
エ
ジ
プ
ト
の
政
情
 、
 特
に
そ
 

れ
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
公
の
機
関
（
カ
イ
ロ
の
コ
プ
ト
語
博
物
 館
と
テ
ュ
 

｜
リ
ヒ
 の
ユ
ン
グ
研
究
所
）
に
収
め
ら
れ
る
ま
で
長
い
年
月
が
 か
か
っ
た
 

（
 
3
 ）
 

こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
 タ
 。
と
に
か
く
 ナ
グ
 ・
 ハ
マ
デ
ィ
 

文
書
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
 

4
 ）
 

 
 

 
 

Ⅰ
 

工
 ヨ
ハ
ネ
の
ア
ボ
ク
リ
ュ
フ
ォ
ン
 

D
 
巴
 0
 （
の
の
の
の
に
よ
 

8
 分
類
番
号
 

2
2
 

大
い
な
る
見
え
ざ
る
霊
の
聖
 な
 

尚
 、
 P
 が
一
般
 

る
吾
 
@
 
目
 

l
o
3
1
3
 聖
な
る
 エ
ウ
 グ
ノ
ス
ト
ス
の
手
 

て
い
 

紙
 

4
 
4
 
イ
エ
ス
の
智
 志
 

 
 5

 
5
 
救
済
者
の
対
話
 

6
 
%
 
ヤ
コ
ブ
の
黙
示
録
 

原
題
不
明
 

 
 

 
  

 

 
 

般
損
箇
 

㏄
使
徒
ベ
テ
ロ
の
 祈
 

㎎
㏄
ヨ
ハ
ネ
の
ア
ボ
ク
 り
ュ
 フ
ォ
ン
 

Ⅱ
 

甜
 ト
マ
ス
福
音
書
 

は
 

㏄
ピ
リ
ピ
福
音
書
 

皿
 o
a
X
 

㏄
ア
ル
コ
 

一
ン
 0
 本
質
 

M
 
 即
こ
の
世
の
成
立
に
つ
い
て
 

は
蛆
 魂
の
解
明
 

托
め
 ト
マ
ス
の
 書
 

 
 け

鍋
 三
つ
の
プ
ロ
テ
 ノ
イ
ア
 に
関
す
 

る
 三
つ
の
訓
言
 

 
 

m
 
 ㏄
黙
示
録
 

原
題
不
明
、
手
紙
の
形
式
 

に
よ
る
。
 

㏄
 

折
 セ
ム
の
釈
義
・
大
い
な
る
 セ
ツ
 

の
 釈
義
 

  

銭
 

㏄
シ
ル
 ワ
ノ
 の
茄
で
え
 

盤
 

㏄
ド
シ
テ
 タ
 ス
の
黙
示
録
・
 セ
ツ
 

の
 三
つ
の
 柱
 

 
 

0
4
 

 
  

 

 
 

 
  

 



 
 

 
   

 
 

 
 

展 望 

  

  
 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

A
V
 
9
 
3
 

蝸
セ
ツ
 へ
の
黙
示
録
 

w
 
手
紙
宇
宙
の
父
 と
ァ
ダ
 

ほ
 つ
い
て
 

ぱ
 請
文
 

N
 
論
文
律
法
学
者
と
パ
 リ
 

イ
 人
へ
の
反
論
、
 
パ
フ
 

ス
マ
 の
ヨ
ハ
ネ
 、
コ
 ル
 

ン
 の
水
、
イ
エ
ス
に
 
つ
 

 
 

原
題
不
明
 

原
題
不
明
、
 

に
よ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

手
紙
の
形
 

36  35  34  33  32 

Ⅳ 

15 14 13 7 6 ⅧⅡ   
口 言 理プ録 なネ 
  のン 6 0 
ピ ネ申に 見黙 
リ ・ よ ， え 一 不 

ピ ゾる ざ録 
へ 百貫   
の ア理 霊 
手 スの   
紙 タ %@l 聖 

  l "- @ コ   
原 
題 
不 
明 

れ
 

ロ
グ
ノ
ー
シ
ス
の
解
明
 

Ⅱ
 あ
 Ⅷ
㏄
最
高
の
 プ
 ロ
 ゲ
不
 ス
 

%
 
 
㏄
モ
ー
セ
の
黙
示
録
 

打
 

8
 聖
な
る
 
ヱ
ウ
 グ
ノ
ス
ト
ス
 

紙
 

為
 

9
 パ
ウ
ロ
の
黙
示
録
 

Ⅶ
㏄
 
柾
托
 
ヤ
コ
ブ
の
黙
示
録
 

㏄
Ⅱ
ヤ
コ
ブ
の
黙
示
録
 

駐
は
 ア
ダ
ム
の
そ
の
子
 セ
ツ
ヘ
 

赤
緑
 

の
手
 

の
黙
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し第 

    
  
  
  
  

ル
ト
ゥ
リ
ア
 
ヌ
ス
 
の
証
言
で
逮
 ヂ
づ
 ミ
ミ
 邑
 ・
 さ
 
に
よ
れ
ば
、
 

ヴ
ァ
レ
 
ン
 
㏄
 

 
 

テ
ィ
ノ
 ス
 は
ロ
ー
マ
に
お
い
て
監
督
職
を
求
め
、
そ
れ
を
拒
否
 さ
れ
て
 以
 

 
 

俊
異
端
的
思
想
を
と
る
に
い
た
り
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
前
は
 か
な
り
五
 

%
 

 
 

統
 教
会
の
教
理
に
近
い
立
場
を
と
う
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
 こ
 れ
が
本
書
 

の
 正
典
的
性
格
と
一
致
す
る
。
 

ニ
 、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
に
 よ
 れ
ば
、
 
ヴ
 

ァ
 レ
ン
テ
ィ
ノ
 
ス
 と
そ
の
弟
子
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
間
に
は
 思
相
  
 

き
が
あ
る
。
特
に
、
後
者
に
よ
れ
ば
つ
 0
 「
の
 
0
 コ
巴
 9
 
 の
 仁
 す
の
（
 

笘
コ
エ
 
笘
は
 
「
 神
 

の
外
に
」
（
の
 
x
t
 

「
片
口
 

臼
ヨ
 ）
あ
る
が
、
前
者
に
よ
れ
ば
の
 呂
 の
目
の
の
 
こ
 

の
由
の
り
（
 

拐
ヨ
 0
 （
仁
の
は
神
の
内
に
あ
る
。
こ
れ
は
本
書
に
お
 

け
 る
 
神
の
性
 

格
 と
一
致
す
る
。
 
三
 、
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
断
片
に
見
ら
れ
る
 
目
黒
 寒
 Ⅰ
 

の
 思
想
及
び
非
ド
ケ
テ
ィ
ズ
ム
的
キ
リ
ス
ト
像
は
、
本
書
の
証
 @
 
日
 と
一
致
 

す
る
。
こ
の
仮
説
は
そ
の
後
、
た
と
え
ば
、
 

旧
 ぎ
っ
 コ
 ・
）
 
o
p
u
 
の
 。
 0
 「
 ぃ
コ
 
（
・
 

-
.
.
 

l
 Ⅰ
）
 

9
 
。
 び
 上
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
が
 
ヴ
 
ァ
 レ
ン
テ
 

イ
ソ
ス
 の
「
真
理
の
福
音
書
」
で
あ
る
と
い
う
仮
説
へ
の
反
論
は
 

、
す
で
に
 

由
 a
e
 コ
リ
 
ア
 e コ
 ・
 ワ
ち
 。
 
宙
 Ⅰ
に
よ
っ
て
提
出
き
れ
て
お
り
、
特
に
 の
り
 
ゴ
 の
 づ
オ
 
0
 

（
 
2
 
l
l
 
）
 

の
 説
は
非
常
に
説
得
力
が
あ
る
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
第
一
に
 、
本
 重
臣
ハ
リ
局
在
 

胆
 

法
の
平
行
記
事
は
、
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
 約
 文
書
の
み
な
ら
ず
 、
そ
の
他
 

の
 グ
ノ
ー
シ
ス
文
書
に
も
数
多
く
発
見
さ
れ
る
。
第
二
に
 、
 
ヴ
ァ
レ
 
ン
 

テ
ィ
ノ
 ス
 の
思
想
が
後
代
に
至
っ
て
変
化
し
た
と
い
う
仮
説
は
 、
ナ
グ
 

ハ
マ
デ
ィ
文
書
を
比
較
検
討
す
れ
ば
殆
ど
考
え
る
こ
と
が
で
 き
 な
い
。
 
第
 

三
に
、
本
書
は
 ，
 「
ソ
ロ
モ
ン
の
 頚
歌
 」
（
 

o
d
e
 

ョ
の
田
 。
 
日
 0
 の
）
 と
そ
の
用
 

語
法
・
思
想
内
容
に
お
い
 -
.
 一
致
し
て
い
る
。
故
に
、
本
重
日
の
 
起
源
は
こ
 

-
3
-
 

Ⅰ
 

の
丼
円
 系
列
に
求
め
ら
る
 べ
 ぎ
で
あ
る
。
こ
の
の
り
 汀
婁
 の
の
 説
は
、
現
 

在
 特
に
ド
イ
ツ
の
 字
会
 に
お
い
て
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
 る
と
み
て
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こ
の
テ
キ
ス
ト
は
一
九
五
九
年
に
英
・
 

独
 ・
 
仏
版
 
各
別
冊
で
 
出
 仮
 さ
れ
た
 

 
 

完
全
な
 

も
の
は
予
告
の
段
階
に
あ
る
。
た
だ
、
木
室
 

日
は
 
、
復
活
の
 
イ
ヱ
 
ス
の
 
言
葉
 

を
主
の
兄
弟
ヤ
コ
ブ
が
記
述
し
た
と
い
 

5
 「
 
イ
ヱ
ス
 
の
語
録
」
 
で
あ
る
た
 

め
に
、
福
音
書
正
典
と
の
関
係
が
き
わ
め
て
 

探
ぐ
 （
一
時
「
 

第
五
の
福
 

音
書
」
出
現
と
騒
が
れ
た
）
、
そ
の
研
究
書
も
既
に
 

セ
 冊
も
公
 
に
さ
れ
て
 

 
 

発
表
さ
れ
 

 
 

理
 の
 垣
佃
 

土
日
重
日
」
 

の
場
合
に
お
け
る
 

程
 学
者
の
間
に
意
見
の
栢
 

異
 は
な
い
。
 

 
 

 
 

一
 

第
二
に
あ
ぐ
べ
 
き
 文
書
は
、
有
名
な
「
ト
マ
ス
福
音
書
」
で
あ
 

フ
リ
 

（
 
@
@
r
@
,
 

6
 
i
 ）
 
。
 

い
わ
ゆ
る
い
 
い
ヰ
す
 
の
「
 
ロ
 a
 っ
せ
ヱ
 と
の
関
連
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
 ら
ぬ
で
あ
 

（
 
5
@
 

l
 

ろ
 5
 。
 

  
  

  

場
 に
よ
る
一
つ
の
編
集
重
日
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
は
、
よ
り
 
古
い
 グ
ノ
 

｜
 シ
ス
的
前
段
階
が
あ
り
、
そ
の
中
品
古
の
部
分
は
ユ
ダ
ヤ
 的
 キ
リ
ス
ト
 

致
に
遡
源
さ
れ
る
。
更
に
そ
の
背
後
に
非
 グ
 Ⅰ
ー
シ
ス
的
文
書
 を
 想
定
す
 

る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
研
究
の
現
段
階
で
は
 証
 明
 で
き
た
 

い
と
い
う
。
と
に
か
く
本
書
の
中
に
は
、
福
音
書
正
典
と
確
実
  
 

か
な
 形
成
す
る
部
分
、
そ
れ
が
グ
ノ
ー
シ
ス
 思
 %
 だ
し
ょ
う
て
 
加
 筆
さ
れ
た
 

部
分
、
「
ヘ
プ
ラ
イ
人
の
福
音
書
」
や
「
エ
ジ
プ
ト
人
の
福
音
 書
 」
と
 類
 

似
す
る
部
分
、
ナ
ー
セ
ン
派
の
グ
ノ
ー
シ
ス
の
証
言
と
一
致
す
 る
 部
分
、
 

更
に
 て
 二
教
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
混
在
し
て
い
 る
こ
と
は
 

事
実
で
あ
る
。
 

本
書
の
最
古
の
伝
承
と
、
福
音
書
正
典
の
基
礎
に
な
っ
た
伝
承
 と
の
 関
 

連
 と
い
う
問
題
も
非
常
に
魅
力
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
 
方
面
で
は
 

の
三
の
 
ロ
 の
 -
 の
 注
目
す
べ
き
論
文
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 彼
 は
 本
書
の
 

多
く
の
テ
キ
ス
ト
が
、
福
音
書
の
い
わ
吐
る
「
西
方
テ
キ
ス
ト
   

ほ
 タ
テ
ィ
ア
ン
の
「
デ
ィ
ア
 テ
ッ
 サ
ロ
ン
」
と
 棺
 覆
う
）
 と
の
 直
接
的
関
 
7
 

連
 、
そ
の
背
景
に
資
料
と
し
て
、
ア
ラ
ム
語
で
書
か
れ
た
 ユ
 ダ
 ヤ
酌
キ
リ
 
鵬
 

  
    
    

究
 テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
た
。
研
究
の
現
段
階
で
大
体
一
致
 
し
た
意
見
 

は
 、
オ
ク
シ
リ
ン
コ
ス
・
パ
ピ
ル
ス
が
本
書
の
基
礎
に
な
っ
た
 こ
と
（
 但
 

し
 、
 Q
p
r
@
t
t
 

の
は
そ
の
逆
の
場
 

4
 ロ
を
想
定
し
て
い
る
）
、
し
か
し
 
、
本
書
が
 

コ
プ
ト
語
訳
と
し
て
成
立
す
る
段
階
で
内
容
上
相
当
の
発
展
が
 あ
っ
た
こ
 

と
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
本
書
の
原
語
が
ギ
リ
シ
ャ
語
で
あ
 つ
 た
こ
と
 

（
Ⅰ
）
 

は
 大
体
の
定
説
で
あ
る
。
 

本
書
の
成
立
過
程
に
関
し
て
は
、
の
 目
 2
%
 臣
が
 詳
細
・
胡
瓶
 な
 論
文
 

 
 

シ
ス
的
 @
 



 
 

 
 

ト
 版
が
公
に
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
書
の
研
究
は
更
に
一
段
の
進
歩
 

を
み
る
こ
 

と
で
あ
ろ
う
。
 

四
 

一
九
五
六
年
に
カ
イ
コ
政
府
に
よ
っ
て
公
に
さ
れ
た
コ
ー
デ
 

ッ
 ク
ス
 Ⅲ
 

 
 

ヱ
 
%
 
重
日
」
 
の
 

一
部
と
「
ト
マ
ス
福
音
書
」
の
他
に
 

、
 「
ヨ
ハ
ネ
の
ア
ポ
ク
リ
ュ
 

フ
ォ
ン
」
 

「
 ピ
り
ピ
 福
音
書
」
「
ア
ル
コ
ー
ン
の
木
質
」
「
こ
の
世
の
起
 

源
 に
つ
い
 

て
 」
の
テ
キ
ス
ト
が
 
含
 ，
ま
れ
て
い
る
。
 

深
い
文
書
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
本
書
の
他
に
コ
ー
デ
ッ
ク
 

宇
宙
論
を
最
も
短
い
形
で
再
録
し
て
い
る
エ
イ
レ
ナ
 

ノ
 オ
ス
の
 

 
 

や
 a
e
 
ぺ
 
・
 
、
 H
 お
 ）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ル
 

ペ
ロ
 ・
 グ
ノ
 

つ
の
異
本
の
原
型
と
み
ら
る
べ
 

き
 教
理
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
 

「
ヨ
ハ
ネ
の
ア
ポ
ク
リ
ュ
フ
ォ
ン
」
は
宗
教
史
的
に
み
て
非
常
 

証
言
を
基
 

 
 

｜
 シ
ス
の
 

る
 （
 
ぬ
も
史
 

ス
 1
 及
び
 

に
 興
味
 

準
 と
し
て
、
セ
ッ
派
に
属
す
る
と
み
ら
れ
、
そ
の
宇
宙
論
か
ら
 

人
 間
論
 ま
で
 

含
む
 四
 異
本
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
 

そ
  
 

  

 
 

福
 土
日
書
の
 

伝
承
と
は
別
に
、
本
書
の
元
に
な
っ
た
伝
承
 

か
 存
在
し
た
か
 
否
   

問
題
は
、
研
究
の
現
段
階
 
て
 速
断
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
て
 

あ
ろ
う
。
 

尚
 、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
本
重
日
に
出
て
く
る
「
 

イ
ヱ
ス
 の
 @
 
一
一
口
古
里
 

不
 
」
 の
 

信
 湿
性
と
い
う
問
題
も
、
本
書
の
性
格
か
ら
言
っ
て
、
そ
の
 

解
 決
は
殆
と
 

不
可
能
に
近
い
。
（
 

4
 
2
 
 

）
 い
ず
れ
に
し
て
も
、
予
告
さ
れ
て
い
る
完
全
 

な
 テ
キ
ス
 

を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
し
る
 

、
、
 
-
 
、
 
3
 
 

）
 
。
 本
書
が
元
ギ
リ
シ
ャ
語
で
書
か
 ね
 、
そ
の
 

原
型
が
一
八
 0
 年
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
 6
 
匹
 全
な
翻
訳
 

ン
 ・
コ
ー
デ
ッ
ク
 ス
 の
円
ぎ
 
訳
 以
外
に
今
の
と
こ
 ろ
 存
在
し
 

よ
 
チ
リ
 
¥
o
 

@
 
り
 

「
ピ
リ
ピ
福
音
書
」
も
福
音
書
正
典
と
は
文
学
的
性
格
を
異
に
す
 る
 。
 

本
書
を
独
訳
し
た
 ぎ
汀
コ
ォ
 
の
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
本
書
は
 む
し
ろ
、
 

「
グ
ノ
ー
シ
ス
的
訓
言
と
思
想
の
詞
華
集
」
で
あ
る
。
「
ピ
リ
ピ
 
枯
 
畑
土
日
重
日
」
 

と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
理
由
も
明
ら
か
で
な
い
。
 イ
 エ
 ス
に
 関
 

す
る
言
葉
が
数
多
く
集
録
さ
れ
て
い
る
故
に
「
福
音
書
」
と
 呼
 ば
れ
た
の
 

 
 

 
 

ル
リ
ン
・
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
及
び
 

ナ
グ
 ・
ハ
マ
デ
ィ
・
コ
ー
デ
ッ
ク
 

ス
ー
と
、
 

比
較
的
長
い
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
皿
及
び
Ⅷ
の
中
、
い
ず
れ
の
 

コ
｜
 
 
 

 
 

㌧
由
の
字
の
間
に
意
見
の
対
立
が
あ
 

わ
が
 

古
い
段
階
に
属
す
る
か
と
い
う
 

紡
 
錦
瀬
 

。
現
段
階
と
し
て
、
 

を
め
ぐ
り
て
は
、
 

し
 。
 
れ
わ
れ
は
お
の
の
の
と
 

コ
ー
デ
，
ク
ス
ー
及
び
Ⅷ
を
直
接
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
 

、
こ
の
 
間
 

題
を
正
確
に
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
 

尚
 、
ベ
ル
 
 
 

｜
デ
 ，
ク
ス
を
編
集
出
版
し
た
 

つ
 ぎ
が
、
他
の
異
本
を
も
 
参
 照
 し
て
、
 

詳
し
く
附
記
紅
波
い
る
の
で
、
，
他
の
異
本
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
で
 
欄
外
に
異
本
の
読
み
 

甘
 

詑
芯
 。
い
ず
れ
に
 
 
 

し
 o
r
 

の
の
の
の
に
よ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
面
の
グ
ノ
ー
シ
ス
 

に
 属
す
る
 

黙
示
文
学
を
啓
示
者
イ
エ
ス
（
復
活
の
キ
リ
ス
ト
）
の
独
語
 

か
 ら
イ
ヱ
ス
 

と
 ヨ
ハ
ネ
の
対
話
の
形
に
変
え
ら
れ
た
典
型
的
グ
ノ
ー
シ
ス
 

黙
 不
文
学
で
 

 
 

さ
れ
て
お
 

り
、
 0
 日
名
色
に
よ
 
ば
 本
書
は
ヴ
ァ
レ
 
ソ
 テ
ィ
ノ
ス
 
的
 諸
文
書
 の
 前
段
階
 

  



  
  

  

 
 

  

展 望 

    

で
あ
ろ
う
が
、
本
書
は
ピ
リ
ピ
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
 る
 。
従
 っ
 

て
ヱ
ピ
 フ
ァ
ニ
オ
ス
が
言
及
し
て
い
る
「
ピ
リ
ピ
福
音
書
」
（
も
Ⅰ
 

蓋
 り
つ
・
 

ト
の
 
）
 

と
は
同
一
物
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
語
は
恐
ら
く
ギ
リ
シ
ャ
 
語
 で
二
世
 

紀
 の
 末
 か
三
世
紀
の
初
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

の
 0
 
ゴ
の
コ
オ
 

の
 

は
 訓
言
 一
 0
 九
と
 一
一
 0
 は
初
め
か
ら
コ
プ
ト
語
で
書
か
 れ
た
も
の
 

と
 主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
は
顕
 
a
u
 
浅
に
よ
っ
て
反
証
 さ
れ
て
い
 

 
 

使
達
と
ス
 

ペ
か
て
タ
 、
イ
ニ
ス
と
マ
グ
 タ
ラ
 の
マ
リ
ヤ
の
関
係
、
ソ
フ
ィ
 ア
の
 「
 ア
 

力
 モ
ー
ト
」
と
い
う
呼
称
、
結
婚
部
屋
の
秘
儀
等
か
ら
、
ヴ
ァ
 レ
ン
テ
ィ
 

ノ
ス
派
の
グ
ノ
ー
シ
ス
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
主
 目
 の
価
値
 

 
 

就
中
堅
な
 

る
 接
吻
の
秘
儀
を
か
な
り
詳
し
く
知
り
う
る
こ
と
に
あ
る
。
 又
 、
本
書
に
 

ほ
人
間
に
関
す
る
里
内
二
元
論
も
か
な
り
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
 い
る
。
 注
 

目
 す
べ
 き
 こ
と
は
、
全
体
と
し
て
み
て
、
特
に
 イ
ヱ
ス
 と
の
 関
 連
 に
お
い
 

て
、
 肉
へ
の
敵
視
が
未
だ
明
確
な
形
で
出
て
い
な
い
こ
と
で
あ
 ろ
 う
 。
 

「
ア
ル
コ
ー
ン
の
木
質
」
は
内
容
上
二
部
に
分
げ
ら
れ
る
。
第
一
 部
は
 

グ
ノ
ー
シ
ス
の
教
師
が
そ
の
弟
子
の
質
問
に
答
え
た
一
種
の
論
 文
 で
、
 第
 

証
言
す
る
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
の
書
「
ノ
リ
ア
」
 

-
 

G
 宝
 ・
 ま
 ・
）
 

れ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
 ノ
 レ
ア
の
啓
示
を
元
に
し
て
編
纂
 ニ
 

と
が
で
 ぎ
 る
わ
け
で
あ
る
。
㌧
 臣
 お
す
は
、
木
室
目
 
な
ヱ
ピ
 フ
ァ
 

で
あ
り
、
そ
の
編
纂
が
 ノ
 レ
ア
・
の
一
人
称
を
三
人
称
に
変
え
た
 

二
部
は
 セ
ツ
 の
妻
 ノ
 レ
ア
が
天
使
エ
レ
 ツ
 か
ら
受
け
た
啓
示
を
 

い
 う
 一
種
の
黙
示
文
学
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書
に
も
成
立
段
階
 伝

え
る
と
 

れ
た
も
の
 

が
 想
定
さ
 

と
 見
る
こ
 

，
ザ
の
 
）
 と
 

二
才
 ス
の
 

同
一
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
㏄
岳
の
 
コ
 甘
の
は
内
容
批
判
   

 
 

る
 。
 本
 

書
が
マ
 二
教
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
 。
と
に
か
 

く
 本
書
の
テ
ー
マ
は
次
の
如
く
一
貫
し
て
い
る
。
ピ
ス
テ
ィ
ス
 
ソ
フ
 

ア
の
 堕
罪
・
幕
の
成
立
 

闇
と
 物
質
の
成
立
 ｜
 両性
の
 ヤ
 ル
ダ
パ
オ
 

ト
と
 彼
の
両
性
の
息
子
達
の
成
立
ヤ
ル
 ダ
バ
オ
ト
 の
高
慢
 と
 彼
の
処
 

@
 １
１
 悔
唆
 せ
る
サ
バ
 オ
ト
 の
昇
天
元
と
そ
の
恵
子
達
の
 成
立
。
 

「
こ
の
世
の
成
立
に
つ
い
て
」
本
書
に
は
原
題
が
な
く
、
 

，
 
」
の
 題
 

名
は
の
。
 す
の
コ
オ
 

り
が
内
容
上
坂
り
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
 内
 秦
含
は
 
「
 ァ
 

ル
コ
ー
ン
の
本
質
」
と
全
く
同
一
。
前
者
が
後
書
よ
り
も
詳
細
   

て
 記
述
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
の
 0
 
甘
の
 
コ
才
 
⑥
が
 独
 訳
し
て
い
 る
 。
 

五
 

右
に
そ
の
研
究
の
現
状
を
報
告
し
た
以
外
の
文
書
は
、
そ
の
 テ
 キ
ス
ト
 

が
未
 だ
公
に
さ
れ
て
い
な
い
。
（
但
し
、
コ
イ
ニ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 0
 管
 恵
 」
 

 
 

れ
て
い
る
 

の
で
そ
の
内
容
を
 ド
ヨ
 の
版
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
従
 っ
 て
 現
状
と
 

し
て
は
、
 ナ
グ
 ・
ハ
マ
デ
ィ
文
書
に
初
め
か
ら
関
係
を
も
つ
 た
 手
者
の
 一
 

人
口
。
お
拐
の
の
概
説
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
と
研
究
現
状
 を
知
る
以
 

外
に
方
法
が
な
い
。
（
 

3
 
 

7
 ）
 尚
 、
彼
の
他
に
も
コ
品
 り
オ
 
・
 0
 三
の
口
の
 

-
.
C
 
口
コ
 
@
 
ガ
等
 

が
、
 特
に
ニ
ン
グ
・
コ
ー
デ
ッ
ク
 ス
 （
Ⅱ
）
に
関
し
て
、
か
な
 
り
 詳
し
い
 

（
。
。
）
 

Ⅰ
 
り
 

報
土
口
 

と
し
て
い
る
。
 

*
 

し
 0
 （
の
の
の
の
は
 

ナ
グ
 ・
ハ
マ
デ
ィ
文
書
全
体
を
そ
の
内
容
か
ら
 次
 0
 段
階
 

に
 分
類
し
て
い
る
。
 

一
セ
ツ
 又
は
ソ
ロ
ア
ス
タ
ー
の
黙
示
録
。
こ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
 教
化
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甘
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Ⅰ
 
仲
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

子
 
"
 

  Ⅴ 屯 Ⅰ """ り "             

 
 

 
 

  

く
 
丁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
二円 

  

二
親
 

ざ
 れ
る
前
段
階
の
グ
ノ
ー
シ
ス
 

蟄
 不
文
字
が
入
る
 

0
 
こ
の
段
階
に
 

は
 次
の
文
 

書
 が
含
ま
れ
る
。
 

2
 、
 
3
 、
 
7
 、
 
8
 、
は
、
 

M
 、
Ⅱ
、
㎎
、
Ⅱ
、
 

M
 、
 
ぬ
 、
 
符
 .
0
.
l
 

3
 
く
 
Ⅰ
 3
 
く
 
Ⅰ
 
u
 
.
 

㌍
、
㏄
、
 

餌
 、
㏄
、
㏄
、
 

即
 、
Ⅱ
、
 

ぬ
 、
㎎
、
Ⅱ
、
（
こ
の
分
類
番
号
は
し
。
 

Ⅱ
の
の
の
の
に
 

 
 

義
と
へ
ル
 

二
 キ
リ
ス
ト
教
を
装
っ
た
 

グ
ノ
 シ
ス
文
書
。
こ
こ
に
お
い
て
 

は
 一
の
 

段
階
か
ら
三
の
段
階
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
グ
ノ
ー
シ
 

ス
に
 
進
む
 

過
程
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
先
に
言
及
し
た
「
ヨ
ハ
ネ
の
 

ア
 ポ
 ク
リ
ュ
 

フ
ォ
ン
」
・
の
三
つ
の
異
本
、
「
イ
ェ
ス
の
 

智
恵
 
」
が
そ
れ
で
あ
 

る
 。
後
者
 

は
 、
第
一
段
階
に
属
す
る
「
聖
な
る
 

ヱ
ウ
 
グ
ノ
ス
ト
ス
の
手
紙
 

」
を
キ
リ
 

ス
ト
教
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

三
 キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
ク
ノ
ー
シ
ス
的
福
音
書
。
こ
こ
に
 

は
 既
に
 

舌
口
 

反
 し
た
三
つ
の
福
音
書
の
他
に
 

5
 、
 
托
 、
Ⅱ
、
 

巧
 、
 
ば
 、
初
、
 

然
 、
㏄
 
.
 
2
 
い
 
4
n
 

ハ
 
ヒ
 

.
5
 

ヘ
 
4
n
 

ヒ
 
リ
 
.
 

-
Y
.
 

、
 
㎎
 、
 
㏄
が
含
ま
れ
る
。
 

四
 
ヘ
ル
メ
ス
文
書
。
こ
こ
に
属
す
る
文
書
（
 

れ
 、
羽
、
㌍
 

、
わ
、
 

あ
 ）
 は
 

右
の
文
書
と
は
全
く
そ
の
性
質
を
異
に
し
、
い
わ
ゆ
る
「
ヘ
ル
メ
 

ス
 文
室
 
串
 
」
 

の
範
濤
に
 
入
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 

、
 少
く
と
も
 
ナ
   

メ
ス
文
書
の
そ
れ
と
の
間
に
相
違
を
認
め
て
い
な
か
つ
た
こ
と
 

が
明
ら
か
 

で
あ
ろ
う
。
 

り
 。
お
お
の
は
㌧
け
の
 

c
 
ア
 ・
 0
 三
名
色
と
共
に
、
本
文
書
全
体
 

を
 四
世
 

紀
の
写
本
と
し
て
 

セ
ツ
 
派
に
帰
し
、
ユ
ン
ク
・
コ
ー
デ
，
ク
ス
 

の
み
を
 
四
 

世
紀
か
ら
五
世
紀
初
め
の
写
本
と
し
て
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
派
 

に
 帰
し
て
 

い
る
。
し
か
し
も
し
 

コ
 デッ
ク
 
ス
 Ⅲ
の
「
ピ
リ
ピ
福
音
書
」
も
 

ヴ
ァ
レ
 
ソ
 

（
 
9
 
Ⅰ
 
3
 
）
 

テ
ィ
ノ
ス
派
に
属
す
る
と
い
う
の
 

0
 
ゴ
宝
寺
の
の
説
が
正
し
い
と
 

す
れ
ば
、
 

C230) Ⅰ 1 ひ 

以
上
に
よ
っ
て
 、
ナ
グ
 ・
ハ
マ
デ
ィ
文
書
の
研
究
状
況
が
多
少
 明
ら
か
 

に
な
っ
た
も
の
と
信
ず
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
を
概
観
し
て
み
て
 興
味
を
引
 

か
れ
る
こ
と
は
、
ク
ノ
ー
シ
ス
文
書
な
る
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
 教
前
 の
も
 

の
と
み
ら
れ
る
 セ
ッ
や
ソ
 ロ
ア
ス
タ
ー
に
帰
さ
れ
て
い
る
文
書
 を
 、
キ
リ
 

ス
ト
教
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
 
 
 

し
 、
こ
の
事
実
か
ら
直
ち
に
、
た
と
え
ば
 0
 三
宅
二
の
よ
う
に
、
 「
キ
リ
ス
 

ト
 教
化
」
の
線
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
救
済
者
」
 の
 概
念
も
 

 
 

勾
 の
ぎ
 

N
n
 

臣
｜
 

Ⅰ
）
や
名
 

の
（
の
 

ぎ
 ー
㏄
 
o
c
 

斤
も
指
摘
し
て
し
る
よ
 

三
 （
 
3
 銭
コ
 0
 伝
統
的
仮
説
に
対
決
す
る
態
度
 

、
 

う
 に
 行
 ぎ
す
ぎ
て
あ
ろ
う
 

。
・
・
 

・
 ぷ
 、
 
4
 

0
 し
 0
 お
の
の
の
 

「
救
済
 

者
 」
の
概
念
に
関
し
て
は
、
ご
く
最
近
、
 ナ
グ
 ・
ハ
マ
デ
ィ
 文
 書
 を
も
 詳
 

）
い
ろ
。
彼
も
題
に
関
す
る
限
り
、
二
者
択
一
を
戒
め
て
い
る
。
 

細
 に
検
討
し
た
の
。
寓
の
業
績
が
発
表
さ
 
典
は
 

こ
の
 間
 

最
後
に
 ナ
グ
 ・
ハ
マ
デ
ィ
文
書
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
 共
 同
研
究
 

に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
筆
者
の
知
る
限
り
、
 
ハ
イ
デ
ル
 

ベ
ル
ク
大
学
と
当
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
で
共
同
の
研
究
が
行
わ
  
 

る
 。
前
者
に
お
い
て
は
 
杢
 テ
コ
教
授
指
導
の
下
、
昨
年
の
夏
 宇
期
 
「
 
真
 

理
の
福
音
書
」
と
「
ト
マ
ス
福
音
書
」
の
研
究
が
行
わ
れ
た
。
 後
者
に
お
 

い
て
・
は
、
 
討
 。
 降
 教
授
指
導
の
下
、
昨
年
の
冬
、
学
期
か
ら
今
年
 の
夏
学
期
 

に
か
け
て
「
真
理
の
福
音
書
」
が
検
討
さ
れ
、
 木
 「
年
の
冬
㍉
 

宇
期
   

マ
ス
福
音
ま
目
」
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
 
は
 、
同
教
 

授
の
他
、
旧
約
の
の
 a
u
 

の
「
講
師
、
 

淫
綺
目
 （
助
手
、
新
約
の
 の
侍
 
Ⅰ
。
 
ヴ
 0
-
 

し
 。
お
お
り
等
の
説
も
更
に
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
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 庁
 
-
 

り
キ
 
@
 

  

 
 

 
 

（
 1
 ）
「
ピ
ス
テ
ィ
ス
・
ソ
フ
ィ
ア
」
、
「
 イエ
ウ
 
の
キ
三
日
Ⅰ
 

1
 上
 
」
、
「
 イ
ニ
ウ
 

の
書
 Ⅱ
」
 、
 グ
ノ
ー
シ
ス
断
片
は
 ヌ
 ・
の
り
ニ
ョ
了
了
 

ミ
 ・
の
・
 
円
ヨ
 
（
 
0
 ロ
 ・
）
 

も
 ～
 
馬
セ
 ～
 
め
 ～
～
 
の
 め
も
寸
寸
～
 

a
.
 

も
 や
 
㏄
 ぬ
 ～
も
 
い
 さ
㏄
 憶
い
 
寸
心
Ⅰ
も
め
 
め
 Ⅱ
も
 
や
 ・
 守
さ
｜
 

こ
下
口
）
 
@
n
@
 

～
 
め
り
卜
 @
@
 

～
 
呵
 ）
 
@
 
桶
 ～
～
 
め
ぃ
 
～
 
@
@
@
 
言
 ガ
 f
 
み
 ・
 ド
 
ト
巳
 
玉
 ：
い
の
「
 
一
 
@
 ・
 ト
 の
り
 
ミ
 

に
 ・
「
マ
リ
ヤ
福
音
書
」
「
ヨ
ハ
ネ
の
ア
ポ
ク
リ
ュ
フ
ォ
ン
」
「
 

イ
 ニ
ス
 

キ
リ
ス
ト
の
智
志
」
は
 
ミ
 ・
 
円
ぎ
 
（
の
 

d
.
 

）
 @
 む
む
の
さ
も
め
～
～
 

仰
 い
寸
心
さ
 

め
も
 
さ
 Ⅰ
 慌
 ㌔
 
い
 さ
も
 へ
め
 下
っ
 
も
 さ
め
八
寸
心
 

ぶ
セ
 Ⅰ
 卜
モ
ド
ミ
 

め
㏄
 ぃ
 Ⅰ
 っ
 安
さ
 馬
 3
 め
 @
 
め
 的
下
 
も
め
・
 

援
 0
 （
ミ
コ
ト
の
り
り
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 2
 ）
 し
 ・
 
ヱ
 0
 コ
 コ
 の
り
 
ア
 0
1
 
。
宅
く
 
・
の
 
り
す
コ
 
の
の
ヨ
日
 
ぃ
ア
 
。
 へ
 （
 
0
 年
・
）
 
@
 
 
ミ
 @
 
も
 ま
 Ⅱ
い
 
わ
円
 
Ⅰ
 ｜
 

き
め
 じ
 ～
～
よ
 
さ
ぬ
卜
卜
 つ
田
 
玉
ミ
 
ト
ミ
も
さ
・
ダ
ト
 
隼
曲
 ：
円
む
 三
コ
 幅
の
 
コ
ト
 の
の
の
 

（
 3
 ）
発
見
の
経
緯
と
内
容
の
概
説
は
次
の
書
が
最
も
詳
し
く
 @
 
ヒ
 確
で
あ
 

る
 。
 ナ
 し
 0
 （
の
窩
の
 
@
 ト
 ㊤
 
自
史
蓋
の
め
ぃ
マ
め
 

㌻
も
め
 り
幅
さ
 ㊧
～
 ミ
ニ
ぬ
 円
山
心
 ｜
 

ミ
ト
や
ロ
 ・
 巾
ぃ
 
（
一
の
お
ま
・
本
書
の
英
訳
に
は
約
論
の
他
、
詳
し
 

い
 索
引
 

が
 附
け
ら
れ
て
い
る
。
 

づ
下
 
も
め
ぬ
 ぃ
マ
ぬ
 

～
 駒
 0
0
%
 母
 
～
 
浮
 め
 目
ぬ
ヒ
 
%
 安
Ⅰ
 さ
 

恥
ミ
 0
 の
 ～
～
 
い
の
 
。
Ⅰ
。
 
コ
隼
 
。
二
 %
 ウ
 0
.
 

こ
の
他
、
概
説
書
と
し
て
は
、
 
韻
わ
 

胡
 ま
づ
い
コ
 
%
 二
 %
 宕
 @
0
 
ト
ぃ
 

3
%
 

Ⅰ
 ミ
さ
 恕
さ
さ
 驚
芭
ぬ
せ
ま
り
 
（
 下
 N
 俺
 さ
も
、
 し
 。
 コ
 

由
 p
p
 
や
お
お
 ・
 独
 課
目
苦
さ
め
 ぬ
 ～
む
さ
口
器
き
さ
 
臣
 ～
～
 
め
 Q
x
Q
.
 
Ⅰ
 Ⅰ
 り
 二
才
 
｜
 

ヰ
仁
 
Ⅱ
 田
ト
 の
り
の
 

展
 

（
 4
 ）
 ミ
 ・
 n
.
 
づ
ヨ
 -
 臣
の
内
臣
 宙
 0
 コ
由
 e
 べ
き
宮
乙
 。
 甲
 ㏄
 コ
 0
 の
目
の
い
す
の
 

コ
 

講
師
、
古
代
オ
リ
ニ
 ソ
ト
 の
 目
 ・
 
力
 0
%
 嬢
 
（
教
授
の
次
女
）
 
、
 原
始
キ
 リ
 

ス
ト
敦
史
の
筆
者
で
あ
る
。
こ
の
報
告
も
共
同
研
究
に
負
 う
と
 @
 
」
ろ
が
 多
 

い
 。
（
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
に
て
、
一
九
六
一
年
八
月
一
日
）
 

ゆ
 り
す
 
（
 ズ
 t
n
 
コ
，
ぎ
 @
 巳
 コ
コ
 
疋
 @
a
.
p
.
 

ひ
 ・
・
 
廿
ト
い
ト
鵠
 

（
 5
 ）
 ミ
 ・
 
呂
り
目
コ
ぎ
 
の
１
 0
 ・
の
三
 
%
 臼
 １
ヱ
・
の
 
三
 ㌧
 け
 の
 い
 す
（
の
 &
.
 
）
 
Ⅱ
 魁
｜
 

も
さ
ぬ
 
馬
 ～
キ
ニ
 

ま
へ
 ぬ
「
～
～
Ⅰ
定
め
・
 

ド
ン
ギ
ざ
 
ア
ト
の
り
の
 

（
 6
 ）
 づ
 ・
 
ト
い
眩
 け
の
も
 臣
 0
%
 
さ
も
め
 
溝
ぃ
 下
口
 寸
 セ
 ミ
 
～
 
さ
 
～
 
討
 ぬ
の
 患
苦
 

寒
 ま
め
 
め
 ま
ま
Ⅰ
～
 0
 シ
 
接
の
Ⅰ
～
「
っ
ロ
・
メ
田
（
 
0
 ト
 の
り
の
・
 

宅
く
 
・
の
・
円
ま
 し
ず
 

メ
生
 「
の
 
コ
 織
の
宙
 

3
%
 

ら
の
の
し
 

v
a
 

コ
幅
住
ぎ
ヨ
 年
窯
 旧
い
す
 
（
 ゴ
ゑ
 （
・
 0
 Ⅰ
 @
 
心
さ
 
ヰ
｜
 

Ⅰ
円
円
Ⅰ
い
の
・
 

オ
 0
 コ
ト
 

（
 
の
り
の
・
Ⅰ
・
 

ト
 べ
つ
 
虫
 

（
 7
 ）
 ヒ
く
 
・
 
0
.
 
円
 ぎ
一
口
。
 ヨ
 0
 Ⅰ
打
目
二
幅
 

0
 つ
 い
ヰ
 
Ⅱ
門
ロ
の
神
の
年
の
内
 

い
す
 
。
 宙
 の
の
③
 ぺ
｜
 

ぃ
 コ
 %
 ユ
ぎ
ヨ
 
七
の
 
ユ
 （
 
笘
ず
 ・
 0
 ミ
ぬ
さ
 
～
Ⅰ
に
Ⅰ
い
 
つ
 ・
 P
 の
り
の
・
 

つ
 ・
け
つ
の
 

虫
 

（
 8
 ）
の
・
 
Q
 ミ
 。
Ⅰ
の
の
 

目
 -
 め
 隠
ミ
 
も
 寸
心
も
 
い
 さ
り
 い
 も
Ⅰ
 
さ
 心
心
安
悪
ま
・
 
メ
 。
で
 
0
 コ
 す
り
 
幅
 。
 コ
 

）
の
の
 

べ
 ・
 イ
 
*
.
.
 

タ
ニ
 
・
の
 
ゎ
 下
の
 
コ
 宕
の
 一
 む
む
 
か
 *
 
ぬ
 ）
 
ふ
お
ミ
 
@
@
 も
雨
 
の
め
っ
心
心
さ
 

祭
 叩
い
 
玲
 
0
 
ヰ
へ
 
Ⅰ
 
0
 

芭
 v
a
 
さ
 太
に
ま
ま
Ⅱ
 ぬ
 「
～
～
 

荘
槻
 ・
の
 ぴ
ヌ
ぎ
 幅
の
 
コ
 ）
の
り
の
・
 

キ
 ・
の
・
 
つ
 ま
 

し
 い
 の
 

巴
蕊
コ
の
 
の
二
年
ヨ
 汁
 「
 毛
牛
コ
臼
ダ
い
 三
畏
き
・
 
め
の
 
（
 由
コ
 P
o
 
の
 ギ
 Ⅰ
・
 
ト
 の
り
 

虫
 ・
 メ
 ・
 
G
 （
 0
 ヴ
往
一
 づ
こ
 
ぬ
鈴
 ㊧
も
 斗
 
0
 
ト
ド
 「
 窯
 ～
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Ⅰ
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Ⅰ
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め
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㌧
の
 

-
@
 Ⅰ
の
の
 

ひ
 
0
 二
 %
 
㏄
 口
 
0
 二
五
 二
 
の
の
目
の
 0
 し
の
Ⅹ
当
年
 
コ
や
べ
 ～
心
の
浮
「
の
 

、
ト
 
の
り
 
下
 
Q
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目
 ・
・
 

い
ア
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①
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 Ⅰ
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下
目
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の
・
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名
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r
.
 
Ⅰ
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ヨ
の
 

幅
コ
 
0
 降
ざ
 e
o
@
 受
ら
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2
 才
 コ
 
0
 
Ⅰ
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し
 が
の
三
年
 

e
.
 

芭
 Ⅰ
・
 
1
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 ト
め
 
・
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Ⅰ
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水
野
弘
元
 

著
者
は
戒
律
の
研
究
者
と
し
て
、
新
進
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
 

戒
律
 

研
 

 
 

は
 
総
 
始
め
て
 
者
に
よ
 
詩
が
な
 
。
こ
の
 
と
云
え
 

戒
律
 
ム
ロ
的
 

 
 

 
 

と
し
て
の
阿
含
経
典
の
成
立
に
関
す
る
東
西
学
者
の
研
究
が
 

、
ム
 

「
 
日
 
ま
で
 

に
 
進
め
ら
れ
て
い
る
か
を
概
説
し
、
こ
れ
に
関
連
 

さ
 
せ
て
、
同
じ
 

万
 

沃
 
に
よ
っ
て
律
蔵
の
資
料
的
研
究
も
行
わ
れ
る
 

バ
 
・
ぎ
で
あ
る
が
 

、
律
蔵
に
 

は
 
阿
含
経
典
以
上
に
異
本
が
多
数
存
在
し
て
、
比
較
研
究
す
る
 

に
 
阿
舎
 

よ
 

書
 り
も
有
利
で
あ
り
、
ま
た
律
蔵
に
は
そ
の
性
質
上
、
諸
 

部
 
派
 
間
で
共
通
す
 

そ
こ
で
資
料
と
し
て
現
存
す
る
パ
ー
リ
語
関
係
の
も
の
、
チ
ベ
 ，
 ト
 調
 

の
も
の
、
梵
文
断
片
等
に
つ
い
て
、
今
日
ま
で
に
知
ら
れ
研
究
 さ
れ
て
い
 

る
あ
ら
ゆ
る
戒
律
関
係
の
資
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
 は
こ
の
方
 

面
の
研
究
者
に
は
大
い
に
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
漢
訳
 律
 典
 は
そ
の
 

数
 が
多
い
か
ら
、
次
章
で
論
ぜ
ら
れ
る
。
 

第
二
章
漢
訳
佳
典
翻
訳
の
研
究
。
先
ず
 
広
律
 
（
完
備
し
た
 律
 蔵
 ）
 と
 

し
て
の
土
語
 律
 、
四
分
律
、
 
摩
詞
 僧
祇
 律
 、
五
分
 律
 、
根
本
有
 部
律
尊
め
 

漢
訳
事
情
を
、
古
記
録
の
記
載
や
従
来
の
研
究
等
か
ら
紹
介
 確
 定
し
、
広
 

律
の
多
く
は
五
世
紀
前
半
二
十
年
間
に
相
次
い
で
訳
出
さ
れ
、
 中
で
も
 最
 

初
の
羅
什
 訳
 の
寸
話
 律
が
 訳
語
の
標
準
な
な
し
た
こ
と
 甘
述
 。
 
へ
 、
佳
典
 の
 

漢
訳
に
は
、
訳
語
の
上
か
ら
、
羅
什
以
前
の
古
調
、
羅
什
等
の
 旧
訳
、
玄
 

笑
 以
後
の
新
訳
が
明
ら
か
に
 分
 げ
ら
れ
る
こ
と
を
例
示
し
て
い
  
 

古
 調
 時
代
の
律
 典
 と
し
て
現
存
す
る
も
の
は
、
 

鼻
 余
部
 と
 傲
慢
  
 

戒
経
 だ
け
で
あ
っ
て
、
従
来
由
 訳
 と
さ
れ
て
い
た
 
曇
諦
 の
 瓶
磨
 や
庸
 僧
鎧
 

の
 雑
題
磨
は
決
し
て
三
世
紀
の
も
の
で
は
な
く
、
共
に
四
分
律
 0
 瓶
 磨
文
 

か
ら
抜
き
出
さ
れ
た
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
 -
 
る
 。
ま
た
 

現
在
一
般
に
安
 世
高
 や
文
談
の
 
訳
 と
さ
れ
る
佳
典
 も
、
 決
し
て
 
彼
等
の
も
 

の
で
な
い
と
証
明
し
、
羅
什
以
前
に
存
在
し
た
幾
つ
か
の
 虫
経
 は
 、
 傲
埋
 
㍼
 

本
 以
外
の
も
の
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
次
い
 で
広
律
以
 

 
 

後
の
律
典
の
翻
訳
を
眺
め
、
現
存
す
る
諸
種
の
戒
 本
 、
掛
 肋
申
 の
中
で
、
は
 

平
川
 彰
著
 
「
律
蔵
の
研
究
」
 

そ
の
成
立
年
代
を
具
体
的
に
推
定
す
べ
 き
 資
料
的
価
値
に
お
い
 て
 律
蔵
 

の
方
が
阿
舎
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
先
ず
注
意
し
て
い
，
 
 
 

書 

評 

る
 固
定
し
た
部
分
と
、
部
派
や
時
代
に
よ
っ
て
変
化
発
展
す
る
 部
分
と
が
 

判
別
さ
れ
、
そ
れ
か
律
蔵
成
立
の
新
古
や
年
代
の
推
定
に
役
立
 つ
か
ら
、
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の
ア
パ
ダ
 ー
 ナ
 と
の
関
係
か
ら
、
ア
パ
 ダ
 ー
 ナ
 の
成
立
発
達
の
 段
階
に
対
 

応
 せ
し
め
て
、
 諸
部
 派
の
律
蔵
の
経
分
別
の
現
形
の
成
立
の
新
 古
を
見
ょ
 

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

律
蔵
と
関
係
す
る
 ア
パ
ダ
 ー
 ナ
 に
は
、
 大
 ア
パ
 ダ
 ー
ナ
、
 長
ア
 
ダ
｜
 

ナ
、
欲
 ア
パ
 ダ
 ー
ナ
、
億
年
ア
パ
ダ
ー
ク
、
二
十
億
ア
パ
 ダ
｜
 ナ
 、
十
五
目
 

薩
 

ア
パ
 ダ
ー
ク
等
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
諸
派
の
律
蔵
の
取
 扱
 い
や
取
 

捨
 に
は
そ
れ
そ
れ
 栢
瞠
 が
あ
り
、
古
 い
 成
立
の
も
の
 種
 第
一
段
 階
の
ア
パ
 

ダ
 ー
 ナ
 を
し
か
も
 少
株
 に
含
み
、
後
の
も
の
に
な
る
程
、
発
達
 し
た
ァ
パ
 

ダ
 ー
 ナ
 を
数
多
く
含
み
、
更
に
は
此
等
の
 
ア
パ
 ダ
ー
ク
を
 除
  
 

し
 、
そ
の
名
目
だ
げ
に
止
め
る
と
か
、
全
く
こ
れ
に
触
れ
な
い
 と
か
し
て
 

い
る
。
右
の
何
れ
の
 ア
パ
 ダ
ー
ク
の
考
察
か
ら
も
共
通
し
て
 得
 ら
れ
る
 結
 

論
 と
し
て
は
、
パ
ー
 り
律
 、
四
分
律
、
五
分
 律
 、
僧
祇
 律
 、
 十
 諦
律
 、
 根
 

本
有
部
律
の
順
序
に
 、
 古
い
も
の
か
ら
新
し
い
成
立
の
も
の
と
 な
る
と
い
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
 

第
四
章
波
羅
提
木
叉
の
研
究
。
 
経
 分
別
か
ら
遡
っ
て
そ
の
 所
  
 

本
 
（
波
羅
提
木
叉
）
そ
の
も
の
に
つ
い
て
研
究
し
た
の
が
本
章
 で
あ
る
。
 

先
ず
波
羅
提
木
叉
の
語
義
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
現
存
す
る
 戒
 本
を
網
羅
 

し
て
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
異
同
を
比
較
し
て
い
る
。
そ
の
比
較
 は
 従
来
も
 

東
西
の
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
比
較
す
。
 
へ
 ぎ
戒
 本
の
 

数
も
、
比
較
の
仕
方
も
、
従
来
に
見
ら
れ
な
い
精
微
綿
密
な
 
や
り
方
を
 

も
っ
て
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
城
本
成
立
の
新
古
を
判
定
し
て
 い
る
 0
 
 
す
沖
 

曲
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部
派
 の
 成
 条
間
で
相
違
の
あ
る
 単
 聖
と
兼
学
と
に
つ
い
て
も
。
 単
堕
 で
は
 

九
十
二
条
を
含
む
パ
ー
 り
 系
が
古
形
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
 宋
学
は
そ
 

の
 成
条
の
 少
 い
も
の
が
古
く
 、
 ・
 
兼
 学
の
よ
う
な
些
細
な
成
条
 で
 も
、
ゑ
 @
 の
 

大
綱
は
部
派
分
裂
以
前
か
ら
、
比
丘
の
托
鉢
の
場
合
の
行
儀
 と
 し
て
存
在
 

し
て
い
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
著
者
独
自
の
新
 し
い
見
解
 

が
 見
ら
れ
る
。
か
く
て
 諸
部
派
 の
 戒
不
 成
立
の
新
古
は
、
経
分
 別
 成
立
の
 

新
古
 と
 一
致
す
る
こ
と
を
の
べ
、
ま
た
部
派
に
よ
る
成
条
の
 異
 同
の
点
 か
 

ら
 、
 部
派
 分
裂
の
系
統
 説
は
 、
有
部
 伝
 の
 宗
 輪
講
 等
 よ
り
も
、
 ハ
ー
リ
 伝
 

の
方
が
史
実
を
伝
え
て
い
る
こ
と
を
も
論
じ
て
い
る
。
 

第
五
章
仏
伝
よ
り
見
た
受
戒
 腱
 皮
の
新
古
。
前
の
二
章
で
経
 分
別
と
 

戒
 本
の
研
究
に
よ
っ
て
、
 諸
部
 派
の
律
蔵
の
新
古
を
眺
め
た
が
 、
本
立
 
早
と
 

次
 章
で
は
、
 腱
 支
部
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
新
古
を
尋
ね
よ
 う
と
し
て
 

い
る
。
こ
の
意
味
で
、
 腱
皮
 部
の
申
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
 、
最
初
の
 

受
戒
 腱
皮
 で
あ
り
、
特
に
そ
の
中
の
因
縁
談
に
あ
る
仏
伝
の
 
部
分
で
あ
 

る
 。
受
戒
 腱
度
 に
お
け
る
仏
伝
の
広
略
有
無
等
は
部
派
の
律
蔵
 に
よ
っ
て
 

興
 っ
て
い
る
。
そ
の
申
で
パ
ー
リ
律
の
仏
伝
は
最
も
古
形
を
保
 ち
 、
五
分
 

律
 は
こ
れ
を
 増
 広
し
、
四
分
律
は
更
に
拡
大
し
て
い
る
。
逆
に
 僧
祇
 律
や
 

十
 請
待
、
有
部
 律
 等
で
は
、
 曽
 つ
て
存
在
し
た
仏
伝
は
現
在
で
 は
 除
去
さ
 

れ
て
単
に
そ
の
跡
の
み
を
止
め
、
或
は
別
の
物
語
を
持
ち
来
る
 等
 の
こ
と
 

な
し
て
、
種
々
な
る
改
変
を
経
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
 は
 語
部
 派
 

の
 律
蔵
に
お
け
る
受
戒
具
足
の
種
類
列
挙
の
増
床
等
に
つ
い
て
 見
る
も
 同
 

様
で
あ
っ
て
、
受
戒
 挺
皮
 と
し
て
は
、
パ
ー
リ
の
も
の
が
最
も
 古
く
 、
次
 

に
 五
力
 律
 、
四
分
律
、
更
に
僧
 祇
律
 、
寸
話
 律
 、
根
本
有
部
 律
  
 

い
 う
 順
に
な
る
。
こ
れ
は
 
戒
本
 や
経
分
別
の
研
究
の
結
果
と
 大
体
同
じ
 

で
あ
る
。
 

第
工
 ハ
章
 
腱
 支
部
組
織
の
原
型
の
研
究
。
現
存
 諸
 律
の
中
で
、
 健
康
 郎
 

の
み
が
純
粋
に
纏
め
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
数
が
最
も
原
始
形
を
 保
つ
て
い
 

る
の
ほ
 、
二
十
 腱
 皮
及
び
五
百
 挺
度
 
（
第
一
結
集
）
 
、
セ
百
挺
 皮
 
（
第
二
 

後
 百
余
年
に
 セ
 百
人
の
長
老
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
第
二
結
集
の
 

部
 も
か
な
り
の
程
度
に
整
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
 

来
す
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
何
れ
但
し
て
も
、
 部
派
 分
裂
以
前
 

結
集
）
を
一
連
と
し
て
列
挙
す
る
パ
ー
リ
 待
 と
四
分
律
、
 毘
尼
 

り
 、
 他
処
 に
置
い
た
り
し
て
い
る
。
大
衆
部
に
属
す
る
僧
 祇
律
 

り
 、
五
分
 律
 、
土
語
 律
 、
有
部
 律
 は
こ
れ
を
分
合
し
た
り
、
 他
 

へ
た
部
分
で
あ
り
、
 諸
部
 派
の
律
蔵
が
等
し
く
こ
れ
を
伝
え
、
 

は
 、
そ
の
組
織
も
内
容
も
、
パ
ー
 り
律
 等
の
上
座
部
系
の
も
の
 

の
栢
違
 が
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
上
座
部
系
の
も
の
と
同
一
 

第
セ
章
 
七
百
 挺
皮
 よ
り
見
た
律
蔵
の
形
態
。
七
百
 挺
皮
 と
は
 

唯
だ
 内
容
 

源
泉
に
 由
 

を
 加
え
た
 

こ
と
を
の
 

に
 、
 鍵
度
 

母
経
 で
あ
 

と
か
な
り
 

0
 挺
支
部
 

 
 

的
に
は
大
衆
部
の
摩
 詞
 僧
祇
律
は
上
座
部
系
の
諸
 律
 と
か
な
り
 違
っ
て
 い
 

る
の
で
あ
る
。
僧
 祇
律
 で
は
、
こ
の
事
件
を
摘
発
し
た
 耶
舎
を
 、
釈
尊
 時
 

代
 の
 婬
 戒
の
初
犯
者
と
し
て
の
郡
会
と
同
一
名
と
し
、
彼
を
白
 眼
祝
 し
て
 

い
る
よ
 う
 に
見
え
る
の
は
、
こ
の
律
が
十
事
を
非
法
と
し
て
 掲
 げ
ず
、
 十
 

事
の
中
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
五
事
を
浄
 法
 と
し
て
い
る
点
か
ら
 、
上
座
部
 

の
 立
場
に
反
対
し
て
い
る
と
さ
え
見
ら
れ
る
。
 

上
座
部
 諸
律
 に
お
け
る
 十
 事
の
内
容
や
列
 芋
 順
序
か
ら
見
て
も
  
 

 
 

り
待
 と
四
分
律
は
近
く
、
五
分
 律
 、
寸
話
 律
 、
根
本
有
部
 律
と
 な
る
に
 従
 

㈹
 

つ
て
次
第
に
離
れ
、
混
雑
が
見
ら
れ
る
。
な
お
土
車
 に
 因
ん
で
、
 戒
律
 規
 
7
 

定
 が
比
丘
の
日
常
生
活
の
実
際
に
適
合
し
な
く
な
っ
て
来
る
 
，
 
」
と
も
あ
れ
 



                                                        「戸田 

  

り
 、
こ
れ
を
会
通
緩
和
さ
せ
る
た
め
に
 浄
法
 と
い
う
こ
と
が
 生
 

+
.
 
 
九
二
 @
 
、
名
節
に
は
詳
細
な
註
が
付
せ
ら
れ
 @
 

 
 

妥
当
で
お
り
、
随
処
に
著
者
の
新
発
見
や
新
説
が
掲
げ
ら
れ
て
 い
て
、
 @
 
字
 

事
の
中
に
も
 浄
法
 と
し
て
許
さ
る
べ
 き
 も
の
が
な
く
は
な
い
し
 、
こ
れ
に
 

 
 

対
す
 モ
 意
見
の
租
 違
 が
十
 事
 ・
非
法
と
し
て
問
題
化
さ
れ
た
の
が
 
第
二
結
集
 

界
亡
 神
品
す
る
こ
と
甚
大
で
あ
り
、
こ
の
種
の
 研
究
と
し
て
は
世
界
的
な
 

猫
 

最
高
水
準
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
意
見
の
相
違
や
誤
解
に
 よ
 る
 も
の
が
 絶
 

で
あ
る
。
 

著
寺
 は
こ
の
意
味
の
浄
 法
 が
古
い
時
代
か
ら
教
団
内
に
設
げ
ら
 ね
 、
 そ
 

無
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
取
る
に
た
ら
な
 い
 も
の
 で
あ
っ
て
、
七
局
モ
 

Ⅰ
 
ロ
 つ
古
 
重
日
 

れ
が
城
本
制
定
前
に
規
定
化
さ
れ
た
も
の
、
 戒
 水
成
立
後
に
地
 域
 や
部
派
の
価
値
を
損
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
（
昭
和
三
 

五
年
九
月
、
山
喜
 房
 発
 
・
 （
 
何
、
 

と
 よ
 つ
甲
 
：
 浄
法
 と
し
て
新
に
定
め
ら
れ
た
も
の
、
更
に
は
 浄
 法
 と
し
て
 

A
 王
制
、
は
し
が
 ぎ
 目
次
一
四
頁
、
本
文
セ
 九
 一
頁
、
索
引
 四
 0
 頁
 、
 英
 

そ
の
規
定
が
な
く
と
も
、
実
際
に
は
 浄
法
 と
見
な
さ
れ
た
も
の
 等
 が
あ
る
 

文
 梗
概
二
六
頁
、
定
価
二
、
三
 0
0
 円
 ）
 

こ
と
を
、
語
部
派
の
律
蔵
の
中
か
ら
、
具
体
的
事
例
を
拾
い
出
 し
て
、
 種
 

々
に
論
じ
て
い
る
。
 浄
法
 に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
細
か
な
点
は
 、
律
蔵
 諸
 

本
を
隅
々
ま
で
読
み
、
そ
の
内
容
を
十
分
に
把
握
し
な
け
れ
ば
 見
出
せ
な
 

い
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
滅
 筏
 の
 牲
 田
内
に
お
け
る
比
丘
の
経
済
 生
活
等
を
 

研
究
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
微
細
な
占
を
見
る
こ
と
が
極
め
 て
 必
要
で
 

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
 浄
 法
の
研
究
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
 

附
録
律
蔵
に
引
用
さ
れ
る
経
典
。
こ
れ
も
 
諸
部
 派
の
律
蔵
を
 精
査
し
 

た
 著
者
に
よ
っ
て
 、
 始
め
て
な
さ
れ
 ぅ
 る
こ
と
で
あ
っ
て
 、
そ
 こ
に
は
 諸
 

律
蔵
に
引
用
さ
れ
た
あ
ら
中
る
経
典
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 こ
   

自
身
で
意
義
あ
る
た
 げ
 で
な
く
、
律
蔵
と
経
典
と
の
相
互
関
係
 に
よ
る
 成
 

立
 問
題
、
部
 派
 に
よ
る
固
有
の
経
典
や
そ
の
名
称
の
問
題
、
出
 宗
教
団
に
 

お
け
る
日
常
経
典
問
題
等
を
研
究
す
る
資
料
と
し
て
も
役
立
ち
 う
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

要
す
る
に
本
書
は
律
蔵
の
資
料
的
研
究
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
 面
 か
ら
そ
 

の
 研
究
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
東
西
軍
者
の
こ
 れ
に
関
係
 

し
た
研
究
も
す
べ
て
紹
介
批
判
さ
れ
、
極
め
て
学
問
的
良
心
的
 な
 研
究
で
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と
、
 次
の
如
く
で
あ
る
。
 

一
章
自
然
神
話
論
（
一
）
諸
外
国
の
太
陽
 船
と
 冥
界
 譚
 

（
 二
）
 

日
本
の
太
陽
 船
と
 常
世
 国
 

（
三
）
死
の
由
来
話
と
月
の
信
仰
 c
 
四
）
 

諸
持
二
尊
の
神
話
の
渡
来
（
五
）
海
人
 
族
 と
日
月
崇
拝
 

二
章
鎮
魂
神
話
論
（
一
）
離
魂
病
と
鎮
魂
 術
 

（
二
）
 
鎮
 親
衛
 に
 

め
げ
る
幻
覚
儀
礼
（
三
）
鎮
魂
と
冥
界
 
譚
 

三
章
諸
持
二
尊
の
神
話
の
成
長
（
一
）
大
神
誕
生
譚
 と鱒
 大
儀
礼
 

（
 一
 -
 
）
熊
野
信
仰
 と
諾
再
 二
尊
の
神
話
（
三
）
諸
持
二
尊
の
冥
 
界
譚
 

の
 陰
惨
化
 

一
章
は
、
日
本
神
話
と
南
方
系
神
話
と
の
関
係
が
主
に
と
り
あ
 っ
 か
わ
 

ね
 、
イ
ザ
ナ
ギ
，
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
太
陽
神
・
月
神
と
し
 て
の
性
格
 

が
 指
摘
さ
れ
、
こ
の
神
話
の
系
譜
上
の
間
 題
 、
及
び
日
本
列
島
 へ
の
伝
播
 

の
時
期
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
ま
ず
諸
民
族
の
太
陽
 神
話
に
 、
 

太
陽
馬
車
型
と
太
陽
船
型
の
二
型
が
あ
る
こ
と
を
提
示
さ
れ
、
 と
く
に
、
 

後
者
の
型
は
、
海
岸
居
住
民
の
舟
 葬
 に
基
づ
く
海
上
他
界
観
 と
 太
陽
信
仰
 

と
の
複
合
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
一
）
。
こ
の
太
陽
 船
 型
 信
仰
の
 

評
 
基
本
的
性
格
を
下
敷
に
し
て
、
・
吉
日
不
の
太
陽
信
仰
・
 葬
の
痕
跡
を
た
 

。
と
り
、
海
上
他
界
と
し
て
の
常
世
に
太
陽
的
 色
 牡
を
認
め
ら
 れ
る
。
 そ
 

し
て
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
 ミ
 の
ミ
コ
ト
の
他
界
訪
問
神
話
は
 、
南
方
系
 

書
の
海
洋
性
種
族
が
た
ず
さ
え
た
説
話
で
あ
る
と
し
、
 

ィ
ザ
 ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
 

ア
し
 本

 古
典
神
話
体
系
の
中
か
ら
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
 ト
 神
話
が
 

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
諸
民
族
の
神
話
と
宗
教
 儀
 礼
 と
の
 相
 

関
性
 を
一
つ
の
て
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
神
話
の
成
立
過
程
の
 解
明
を
志
 

向
 さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
構
成
 
内
 容
を
示
す
 

に
 太
陽
神
的
要
素
の
潜
在
を
想
定
さ
れ
て
い
る
（
 一
こ
 
。
 

次
に
、
か
つ
て
ニ
コ
ラ
イ
・
 ネ
 フ
ス
キ
Ⅰ
折
口
信
夫
、
石
田
 
英
一
郎
 

の
 諸
氏
に
よ
っ
て
論
究
さ
れ
た
吉
日
本
の
月
と
不
死
の
信
仰
の
 問
題
が
論
 

じ
ら
れ
、
こ
れ
を
、
北
方
大
陸
系
の
月
を
水
精
と
す
る
信
仰
 と
 南
方
系
の
 

脱
皮
型
・
盈
虚
型
説
話
と
の
文
化
複
合
に
 よ
 る
も
の
と
解
釈
さ
 れ
る
。
 ま
 

た
、
 死
の
起
源
神
話
と
し
て
、
㍉
 紀
 L
 の
ニ
ヰ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
 と
 コ
 ソ
ハ
ナ
 

サ
ク
イ
ヒ
メ
 と
の
婚
姻
、
及
び
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
 ト
の
コ
ト
 

ド
 ワ
タ
シ
の
面
神
話
を
と
り
あ
げ
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
 月
 
 
 

が
み
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
、
後
者
を
人
類
に
死
の
運
命
を
め
星
音
 
し
た
月
神
 

的
 性
格
の
冥
府
神
の
話
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
三
）
。
 ィ
ザ
ナ
 ギ
 ・
 イ
ザ
 

ナ
 ミ
ノ
ミ
コ
ト
市
神
を
、
太
陽
神
・
月
神
と
す
る
説
は
、
著
者
 が
 本
曲
Ⅱ
 
の
 

中
で
、
と
く
に
力
説
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
注
目
す
べ
 き
 所
説
で
あ
 

ろ
 う
 。
 

著
者
は
右
の
所
説
の
裏
付
け
と
し
て
、
ポ
リ
ネ
シ
 

ャ
 の
タ
ン
 ガ
ロ
ア
 

（
男
神
Ⅱ
太
陽
神
）
・
ヒ
ナ
（
女
神
 
@
 月
神
）
を
め
ぐ
る
大
腸
 と
 月
 の
 夫
 

婦
型
 神
話
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
イ
ザ
ナ
ギ
・
 ィ
ザ
ナ
 ミ
ノ
 、
、
 

,
 
コ
ト
神
話
 

と
 比
較
し
、
双
方
に
共
通
す
る
諸
要
素
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
 れ
る
。
 こ
 

こ
で
、
著
者
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
神
話
の
出
自
 Ⅱ
 系
甜
 上
 

0
 間
頭
 を
、
 次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
ポ
 リ
ネ
 シ
 ャ
と
 イ
ン
 ド
ネ
シ
 ャ
 

の
 太
陽
崇
拝
は
屈
 供
 し
て
お
り
、
両
者
の
源
流
は
東
南
ア
ジ
ャ
 
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
吉
日
本
の
太
陽
崇
拝
及
び
 月
 崇
拝
の
母
胎
は
こ
の
東
南
ア
 シ
ヤ
 空
辛
 

 
 

方
 菜
種
族
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
 神
話
は
 、
ぴ
 

こ
の
種
族
の
北
上
に
よ
っ
て
変
質
さ
れ
な
が
ら
日
本
列
島
に
伝
 播
 し
た
も
 

 
 

の
と
説
か
れ
て
い
る
（
四
）
。
終
り
に
、
わ
が
国
の
海
部
の
出
 目
上
の
 問
 
Ⅱ
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題
 に
触
れ
る
。
こ
れ
を
イ
ン
ド
シ
ナ
系
種
族
と
イ
ン
ド
ネ
シ
 ャ
 菜
種
族
と
 

の
 複
合
種
族
と
み
な
し
、
白
日
本
の
太
陽
及
び
 月
 信
仰
は
 、
実
 は
こ
の
 両
 

系
の
種
族
に
よ
っ
て
、
弥
生
太
初
期
頃
に
渡
来
し
た
も
の
で
は
 な
い
か
と
 

問
題
提
起
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
出
雲
文
化
の
構
造
に
 も
 触
れ
、
 

海
人
 放
 と
異
質
の
種
族
文
化
と
す
る
従
来
の
説
を
否
定
し
、
 

こ
 れ
を
南
北
 

両
 系
の
種
族
文
化
複
合
と
想
定
さ
れ
て
も
い
る
（
五
）
。
 

二
車
は
、
日
本
神
話
・
儀
礼
と
北
方
大
陸
系
文
化
と
の
関
係
が
 主
に
と
 

り
あ
つ
か
わ
れ
、
シ
ャ
 

マ
 ニ
ス
 チ
，
ク
な
 鎮
魂
儀
礼
と
こ
れ
を
 ぉ
 
月
旦
 
示
 と
す
 

る
 神
話
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
ア
ジ
 ャ
 大
陸
 の
 北
方
系
 

種
族
に
見
ら
れ
る
呪
術
（
離
魂
病
）
に
着
目
し
、
こ
れ
を
 て
 が
 か
り
と
し
 

て
 、
吉
日
本
の
鎮
魂
儀
礼
の
文
化
史
的
意
味
を
 、
 次
の
よ
う
に
 述
べ
ら
れ
 

て
い
る
。
タ
マ
フ
 
リ
 と
は
離
魂
病
で
あ
り
、
鎮
魂
儀
礼
は
そ
の
 儀
礼
的
 表
 

現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
岩
戸
神
話
に
み
ら
れ
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
 

,
 コ
 

ト
の
 踊
は
、
太
陽
神
の
魂
を
招
ぎ
返
そ
 ヲ
 と
す
る
呪
術
的
意
図
 を
も
つ
 点
 

で
、
鎮
魂
儀
礼
の
趣
意
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
し
て
、
こ
の
神
 話
は
 、
媛
 

女
が
伝
承
し
て
い
た
太
陽
復
活
の
た
め
の
鎮
魂
儀
礼
の
縁
起
 譚
 で
あ
っ
た
 

ろ
 う
 
（
一
）
。
 

さ
ら
に
、
大
岩
戸
神
話
の
問
題
 吃
 追
求
さ
れ
、
こ
れ
を
日
蝕
 現
 象
の
神
 

話
 化
と
み
な
す
説
な
ど
を
否
定
さ
れ
て
、
こ
れ
が
冬
季
の
定
期
 的
 太
陽
 祭
 

儀
 で
あ
る
鎮
魂
儀
礼
の
神
話
化
で
あ
り
、
太
陽
霊
の
復
活
の
縁
 起
請
で
あ
 

る
こ
と
を
論
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
 が
 神
懸
り
 

す
る
神
霊
 は
 死
霊
・
水
神
で
あ
り
、
太
陽
神
Ⅱ
ア
マ
テ
ラ
ス
 オ
 オ
ミ
カ
、
、
 
,
 

空
魂
 2
 奪
略
者
は
、
 
弟
神
ス
サ
ノ
オ
 ノ
ミ
コ
ト
で
あ
っ
た
ろ
 う
 と
 問
題
提
 

起
を
試
み
ら
れ
て
い
る
（
二
）
。
大
岩
戸
神
話
を
め
ぐ
る
 
著
 者
の
推
断
 

は
 、
示
唆
に
富
ん
だ
所
説
と
し
て
興
味
深
い
が
、
日
蝕
神
話
説
 の
 否
定
に
 

関
し
て
は
、
積
極
的
な
論
証
を
欠
い
た
憾
み
が
あ
る
。
著
者
は
 、
 天
 岩
戸
 

神
話
と
、
モ
チ
ー
フ
上
の
一
致
を
示
す
東
南
ア
ジ
 ャ
 の
日
蝕
 神
 話
 と
の
 関
 

係
を
 、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
少
な
く
と
も
 否
 定
 さ
れ
る
 

か
ら
に
は
、
再
検
討
を
加
え
た
上
で
の
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
 が
 望
ま
れ
 

よ
 う
，
 
。
 

終
り
に
、
 
ノ
 ラ
 ネ
 シ
 ャ
 ・
ポ
 リ
ネ
 シ
 ャ
 の
事
例
を
照
応
さ
れ
な
 が
ら
、
 

吉
日
本
の
冥
界
訪
問
神
話
に
現
わ
れ
る
幻
覚
儀
礼
の
問
題
を
論
 じ
ら
れ
、
 

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
 コ
 ミ
の
国
訪
問
神
話
と
、
 

オ
オ
ク
ニ
 

ヌ
ン
 ノ
ミ
コ
ト
の
木
の
国
訪
問
神
話
と
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
 る
 。
前
者
 

は
 、
鎮
魂
儀
礼
に
お
け
る
巫
の
霊
旅
の
所
作
の
神
話
化
で
あ
る
 
。
後
者
 

も
 、
日
霊
者
の
呪
具
の
縁
起
 譚
 で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
鎮
魂
儀
礼
 に
も
と
づ
 

い
て
生
ま
れ
た
神
話
で
あ
る
。
と
く
に
、
前
者
が
幻
覚
 譚
 ら
し
 い
 色
彩
を
 

帯
び
て
ぎ
た
原
因
の
一
つ
に
、
大
陸
系
の
幻
覚
儀
礼
の
影
響
が
 考
え
ら
れ
 

て
い
る
（
三
）
。
 

三
章
は
、
南
方
系
種
族
に
よ
っ
て
伝
播
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
 イ
ザ
ナ
 

ギ
 
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
神
話
の
変
容
の
諸
相
が
と
り
あ
つ
 
か
わ
れ
て
 

い
る
。
は
じ
め
に
、
ポ
リ
ス
シ
 ャ
 の
体
内
型
火
の
起
源
神
話
を
 下
敷
に
し
 

て
、
 火
の
神
Ⅱ
 
カ
 グ
ッ
チ
の
誕
生
と
死
の
神
話
を
次
の
よ
う
に
 追
求
さ
れ
 

る
 。
 カ
グ
ソ
 
チ
を
生
ん
だ
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
は
 、
 火
を
体
内
 に
 保
有
す
 

る
 大
女
神
の
性
格
と
類
似
し
、
こ
の
神
話
に
は
、
火
山
神
話
と
 鎮
火
神
話
 

の
 二
つ
の
面
が
見
ら
れ
る
が
、
火
の
神
Ⅱ
 カ
 グ
ッ
チ
 殺
 裁
の
話
 は
 、
発
火
 

法
の
由
来
 譚
と
 思
わ
れ
る
。
ま
た
、
火
の
神
Ⅱ
 カ
 グ
ッ
チ
 と
雷
 神
の
母
胎
 

を
 、
海
人
族
の
根
拠
地
で
あ
る
紀
州
に
求
め
ら
れ
、
市
神
の
信
 仰
は
、
紀
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重日 評   
親 結構   

コ
ト
神
話
の
海
洋
性
喪
失
の
契
機
を
、
大
陸
系
の
道
祖
神
信
仰
 の
 受
容
、
 

古
く
か
ら
あ
る
地
下
冥
府
信
仰
と
洞
窟
信
仰
の
潜
在
、
及
び
 中
 国
 伝
来
の
 

幻
覚
儀
礼
の
影
響
と
い
う
三
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
（
三
）
。
 

以
上
が
本
書
の
内
容
の
要
約
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
神
話
 解
 釈
の
方
 

法
論
的
問
題
を
解
説
し
た
入
府
税
Ⅴ
が
お
さ
め
ら
れ
、
日
本
 神
 話
に
関
す
 

る
 ゆ
た
か
な
内
容
が
盛
ら
れ
て
い
る
。
本
主
日
の
特
色
は
、
す
で
 
に
 指
摘
し
 

た
よ
う
 に
、
神
話
研
究
を
基
礎
に
し
た
 吉
 日
本
文
化
の
出
自
Ⅱ
 系
譜
の
追
 

求
 で
あ
り
、
吉
日
本
の
種
族
文
化
複
合
論
の
展
開
と
い
う
点
に
 あ
る
。
 こ
 

の
 試
み
は
、
豊
富
な
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
駆
使
と
た
く
ま
し
い
 想
像
力
に
 

支
え
ら
れ
、
こ
れ
が
多
く
の
問
題
提
起
と
新
鮮
な
所
説
と
な
っ
 て
 現
わ
れ
 

て
 、
本
書
の
中
で
み
ご
と
に
結
実
し
て
い
る
と
い
え
よ
・
 コ
 。
 ，
 
」
の
意
味
 

で
、
著
者
の
志
向
と
そ
の
成
果
は
、
日
本
神
話
研
究
の
分
野
 は
 か
り
で
な
 

く
 、
吉
日
本
文
化
プ
ロ
バ
ー
の
研
究
領
域
に
、
さ
わ
や
か
な
 新
 風
を
送
る
 

で
あ
ろ
う
。
（
昭
三
五
刑
、
 
A
5
 羽
 0
 四
頁
、
セ
人
 0
 円
 、
 横
堀
 社
発
 

行
 ）
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戦
後
、
「
東
西
文
化
の
相
互
理
解
」
と
い
う
こ
と
が
東
西
の
多
 く
の
 学
 

者
や
知
識
人
の
間
で
唱
え
ら
れ
、
ア
ジ
 ャ
 の
諸
文
化
が
従
来
と
 
は
興
 
っ
た
 

立
場
か
ら
検
討
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
て
来
た
。
 
本
 重
日
は
こ
の
 ょ
 5
 な
世
界
 

思
潮
に
あ
っ
て
、
西
側
の
学
者
の
手
に
よ
っ
て
生
れ
た
数
少
 い
 ア
ジ
ヤ
文
 
121 (241) 

富
倉
光
雄
 

吊
目
口
 織
汗
 さ
 @
 目
串
 。
自
色
 ぎ
臣
曲
 ㌔
卜
の
円
の
 



   
 

 
 

本
書
の
記
述
を
支
え
る
事
実
は
、
こ
れ
ま
で
の
主
と
し
て
西
欧
 の
 ア
ジ
 

化
の
概
説
書
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
ア
ザ
 ヤ
 の
理
解
と
い
う
こ
と
も
、
現
代
と
い
う
 時
 点
で
の
 

歴
史
意
識
の
相
違
か
ら
、
 東
と
 西
で
は
 受
 げ
と
り
方
に
二
 ュ
ア
 シ
 ス
の
 ち
 

が
い
が
あ
る
。
本
書
の
序
章
に
あ
た
る
「
前
提
問
題
」
の
 
章
 で
、
著
者
 

は
 、
と
く
に
西
側
の
人
々
の
ア
ジ
ア
理
解
の
必
要
な
こ
と
を
 説
 い
て
い
る
 

が
 、
そ
こ
に
は
、
西
側
か
ら
の
 ア
 ジ
 ャ
 理
解
の
態
度
の
一
端
が
一
 
小
さ
れ
て
 

い
ろ
。
要
約
す
る
と
、
 

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
文
化
史
上
の
使
命
は
終
り
つ
つ
あ
る
。
 禾
 来
の
 

可
能
性
の
追
求
が
、
も
は
や
、
 ョ
 ー
ロ
，
 パ
 に
つ
い
て
の
知
識
 だ
け
で
は
 

可
能
で
な
い
時
代
に
な
っ
た
。
未
来
の
可
能
な
役
割
は
 、
ョ
｜
 ロ
ッ
ハ
 の
 

特
質
の
再
検
討
か
ら
は
じ
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
 め
に
は
 Ⅰ
 

ア
ジ
ャ
な
知
り
、
こ
れ
と
の
比
較
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
 

執
筆
の
動
機
か
ら
、
本
書
は
西
欧
の
読
者
を
対
象
と
し
た
啓
蒙
  
 

を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
に
は
「
あ
と
が
 ぎ
 」
で
云
わ
 

れ
て
い
る
 

よ
う
 に
結
論
が
な
い
。
ま
た
、
執
筆
の
実
際
上
の
立
場
と
し
て
 価
値
中
立
 

的
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
著
者
、
ジ
ャ
ン
・
エ
ル
ベ
ー
ル
 氏
は
ブ
 ラ
 

シ
 ス
の
東
洋
字
者
で
イ
ン
ド
百
字
・
宗
教
を
研
究
分
野
と
し
て
 い
る
が
、
 

単
な
る
イ
ン
ド
研
究
の
域
を
超
え
て
、
み
ず
か
ら
、
ヒ
ン
 ド
ゥ
 ｜
 教
に
改
 

宗
 し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
は
、
信
仰
的
立
場
を
離
れ
て
、
 ま
た
、
 領
 

域
も
 イ
ン
ド
に
限
ら
ず
、
広
く
ア
ジ
ャ
の
諸
文
化
に
つ
い
て
、
 事
実
を
し
 

て
 語
ら
し
め
よ
う
と
す
る
、
現
代
方
式
を
と
っ
た
啓
蒙
 書
 を
狙
 

い
と
し
て
 

い
る
よ
う
だ
。
 

ャ
 研
究
の
諸
成
果
に
仰
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
著
者
自
身
、
 ア
ジ
 ャ
各
 

地
で
 蒐
集
し
た
近
代
、
乃
至
、
現
代
の
東
洋
人
の
発
言
が
ち
り
   

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
蒐
集
の
際
の
著
者
の
関
心
は
 、
 
「
 ア
 ジ
 ヤ
ヒ
 特
 

徴
 的
な
も
の
」
「
西
欧
 人
 に
奇
異
に
見
え
、
途
方
 に
 暮
れ
さ
せ
 る
も
の
」
 

つ
ま
り
 非
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
に
 む
 げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
 蒐
集
は
広
 

く
 多
く
の
分
野
に
求
め
ら
れ
て
い
て
、
宗
教
そ
の
も
の
に
関
す
   

か
り
に
限
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
が
分
類
さ
れ
整
理
さ
れ
て
、
 本
 重
目
 
の
 記
述
 

-
 

を
 構
成
し
て
い
る
。
 

ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
概
観
し
ょ
う
。
本
書
の
目
次
を
和
訳
し
 て
 紹
介
 

す
る
。
 前

提
問
題
 

第
一
部
人
間
と
神
 

第
一
章
宗
教
（
下
方
キ
 吐
 。
③
 

ク
 一
一
ク
諸
宗
教
二
の
の
 
刃
 上
世
 0
 コ
の
 
）
 

ク
三
 ク
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
 

第
二
部
宇
宙
の
中
の
人
間
 

第
四
章
悟
性
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
 
と
 持
続
 

ク
 五
ク
時
間
 

ク
 -
 ハ
ク
空
間
 

ク
セ
ク
因
果
律
 

ク
 ハ
ク
論
理
と
象
徴
 

第
三
部
人
間
か
ら
社
会
へ
 

第
九
章
自
己
に
当
面
す
る
個
人
 

ク
十
ク
 

自
己
の
環
 況
 に
当
面
す
る
個
人
 

(242)  122 



 
 

 
  

   

ク
 十
一
ク
家
族
 

ク
 十
二
ク
モ
ラ
ル
 と
性
 

ク
 十
三
 
ク
 
社
会
的
関
係
 

ク
 十
四
 
ク
 
対
外
政
策
 

第
四
部
人
間
の
作
品
 

第
十
五
章
経
済
と
法
律
 

ク
 十
六
 
ク
 
教
育
 

ク
十
 ビ
ク
学
問
と
技
術
 

ク
 十
八
 
ク
せ
互
術
 

あ
と
が
 ぎ
 

こ
の
日
次
を
み
て
も
分
る
よ
 う
 に
、
著
者
の
記
述
は
文
化
現
象
 の
殆
 。
 
と
 

全
領
域
に
及
ん
で
い
る
が
、
ま
ず
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
考
え
方
   

注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
本
書
全
体
は
一
つ
の
 見
 解
 に
よ
っ
 

て
 統
一
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
 

「
影
面
 

上
 的
な
も
の
、
宗
教
的
な
も
の
、
精
神
的
な
も
の
へ
の
関
心
が
 、
そ
れ
に
 

伴
 う
 諸
儀
礼
と
と
も
に
、
ア
ジ
 ャ
 の
伝
統
的
な
生
活
の
主
要
な
 基
盤
と
な
 

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
家
庭
生
活
や
社
会
生
活
か
ら
学
問
・
 廿
 
ム
 術
に
至
 

る
ま
で
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
 惨
み
 込
ん
で
い
る
ご
（
 第
 一
五
早
か
り
日
目
 

頭
の
部
分
）
 

著
者
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象
を
み
て
い
る
が
、
そ
の
 関
 心
 の
中
心
 は
宗
 

 
 

数
 に
あ
る
。
見
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
本
書
は
宗
教
に
つ
い
て
 二
様
の
仕
 

方
で
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

第
一
は
、
第
一
部
の
三
つ
の
章
の
場
合
。
こ
こ
で
は
宗
教
そ
の
  
 

書
 

直
接
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
第
一
章
は
 、
ア
 ジ
ャ
人
の
生
活
 に
お
け
る
宗
教
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個
々
の
現
象
を
統
合
し
た
真
の
実
在
で
あ
る
本
質
的
調
和
を
認
 隷
 す
る
こ
 

 
 

と
が
で
き
る
。
神
秘
主
義
は
一
つ
の
論
理
と
さ
れ
る
（
第
八
章
 そ
の
他
）
。
 

そ
し
て
、
そ
の
真
の
実
在
に
至
る
実
践
的
方
法
と
し
て
、
著
者
 は
 「
兵
ね
 
ゅ
 
」
 

と
い
う
修
行
法
に
注
目
す
る
。
 ア
 ジ
ャ
の
宗
教
の
修
行
の
中
心
 が
こ
の
 冥
 

想
 に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
諸
宗
教
は
宗
教
以
上
の
真
の
学
問
と
い
 ぅ
 考
え
方
 

が
み
ら
れ
る
（
第
一
・
 十
セ
章
 ）
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
 冥
想
の
際
 

に
 重
要
な
役
割
を
果
た
す
小
道
具
と
し
て
、
目
性
見
え
る
も
の
 で
は
神
の
 

像
 
（
神
の
シ
ン
ボ
ル
）
 
、
 耳
に
聞
こ
え
る
も
の
で
は
聖
な
る
 語
 
句
 ，
 文
 

の
音
（
例
え
ば
、
マ
ン
ト
ラ
、
真
宗
の
称
名
念
仏
等
）
を
と
り
 あ
げ
て
い
 

る
こ
と
で
あ
る
。
学
問
的
な
い
と
な
み
、
芸
術
的
探
求
の
一
切
 は
こ
の
よ
 

う
 な
見
方
か
ら
、
宗
教
的
価
値
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
 第
一
・
 十
 

六
 ・
 十
セ
 ・
十
八
章
）
。
 

シ
ソ
ク
レ
 テ
ィ
ズ
 ム
 は
 、
 全
く
ア
ジ
 ャ
 的
な
宗
教
現
象
と
さ
れ
 、
と
く
 

評
 

に
一
章
が
割
か
れ
て
い
る
（
第
三
章
）
。
こ
こ
に
に
、
ア
ジ
 ャ
 全
域
か
ら
 

漠
 大
な
諸
何
が
蒐
集
さ
れ
、
地
域
的
に
整
理
の
上
で
紹
介
さ
れ
 る
 ，
そ
の
 

上
 で
、
ア
ジ
 ャ
 空
箱
宗
教
の
も
つ
二
つ
の
性
格
が
指
摘
さ
れ
 
る
 。
第
一
 

書
は
 、
世
界
主
義
的
性
格
。
（
例
え
ば
中
国
の
儒
・
 ム
 ・
 道
 三
教
の
混
 浦
 、
 

以
上
、
 J
.
 
エ
ル
ベ
ー
ル
氏
の
「
ア
ジ
 ャ
 入
門
」
に
つ
い
て
 紹
 介
 を
試
 

み
て
来
た
が
、
最
後
に
、
そ
の
特
徴
，
問
題
点
な
ど
を
指
摘
し
 て
み
る
。
 

ま
ず
、
従
来
の
西
欧
の
東
洋
研
究
が
 、
 概
し
て
、
特
殊
 専
問
的
 で
あ
っ
 

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
書
が
 ア
 ジ
ャ
全
域
の
文
化
の
概
説
 再
 で
あ
る
こ
 

と
は
、
何
よ
り
も
特
色
で
あ
る
と
い
え
る
 0
 だ
が
、
ア
ジ
 ャ
 は
 ユ
 l
 ラ
シ
 

ヤ
 大
陸
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
分
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
 い
く
つ
か
 

の
 質
を
異
に
す
る
文
化
圏
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
入
門
書
と
い
う
 性
格
の
た
 

め
に
は
、
こ
の
点
を
充
分
に
注
意
し
て
欲
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
 も
 西
側
の
 

読
者
層
に
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
の
存
在
を
知
ら
せ
る
た
め
 に
は
、
 か
 

中
国
の
儒
・
 ム
 ・
通
三
教
の
混
清
に
お
い
て
、
ま
ず
、
「
こ
れ
 ら
 三
つ
の
 

宗
教
は
一
つ
の
宗
教
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
中
国
人
の
説
を
紹
 介
し
て
か
 

ら
 、
儒
教
は
人
間
の
生
活
行
動
の
道
徳
規
制
を
、
道
教
は
そ
の
 哲
学
的
意
 

味
 づ
け
を
 受
 げ
も
ち
、
 仏
 数
は
此
岸
の
生
に
対
す
る
彼
岸
の
世
 界
 、
そ
こ
 

に
 至
る
方
法
等
に
つ
い
て
の
形
而
上
手
で
あ
る
と
し
、
こ
の
 三
 つ
が
相
補
 

つ
て
中
国
人
の
生
活
の
全
領
域
に
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
 見
 方
を
示
し
 

て
い
る
。
 

著
者
は
、
神
秘
主
義
と
い
う
こ
と
ば
を
殆
ど
用
い
て
い
な
い
。
 

 
 

教
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
 

に
は
、
西
欧
の
論
理
と
は
別
の
シ
ン
ボ
 

リ
 ス
ム
的
論
理
が
あ
り
 
、
そ
れ
に
い
る
）
。
ま
た
、
著
者
は
、
シ
ン
ク
レ
 シ
ィ
ズ
 ム
 0
 棟
 栢
を
、
 前
に
見
た
 

「
神
々
の
階
梯
」
に
近
い
考
え
方
で
み
て
い
る
よ
 

う
 で
あ
る
。
 
例
 え
ま
、
 

@
 

よ
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 
千
，
 デ
カ
ル
ト
流
の
同
一
律
・
矛
盾
律
を
 

超
え
て
、
 

ま
一
こ
ま
で
は
汎
神
論
者
、
精
神
的
沈
潜
の
場
で
は
無
神
論
者
 で
あ
る
」
近
代
中
国
の
一
貫
道
・
 
紅
 田
芋
 教
 た
ど
）
。
第
 
-
 一
は
 
、
戦
闘
的
性
格
。
シ
ン
 

と
 云
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
の
表
象
の
あ
り
方
 を
 、
人
間
ク
レ
テ
ィ
ズ
 
ム
 の
理
由
と
し
て
、
ア
ジ
ア
の
 宗
 教
の
寛
容
性
を
一
応
挙
げ
 

の
生
活
意
識
の
諸
相
 に
 対
応
す
る
も
の
と
し
て
「
神
の
階
梯
」
 と
 称
し
て
て
は
い
る
が
、
教
理
が
出
来
て
教
団
と
し
て
 成
 立
 す
る
と
、
他
の
教
団
に
 

対
し
て
戦
闘
的
に
な
る
可
能
性
を
著
者
は
見
逃
さ
な
い
（
 例
と
 し
て
、
 ヒ
 

い
る
。
（
第
一
章
）
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な
り
成
功
し
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

ま
た
、
日
本
に
も
か
な
り
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
て
い
る
。
そ
の
 記
述
は
 

大
体
に
お
い
て
、
当
を
得
て
い
る
 ょ
 5
 に
思
わ
れ
る
が
、
例
え
 ば
 、
日
本
 

仏
教
を
真
宗
と
総
称
し
て
い
る
点
、
現
代
日
本
で
の
 セ
月
 十
四
 日
 
（
 
ブ
 ラ
 

ン
ス
革
命
記
念
日
、
パ
リ
 祭
 ）
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
お
祭
り
騒
ぎ
 を
 皮
肉
っ
 

て
 シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
新
例
と
し
て
い
る
点
な
ど
、
個
々
の
 具
体
的
な
 

点
で
は
誤
り
や
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
 

ア
 ジ
ャ
の
概
説
書
と
 し
て
、
 日
 

本
を
取
り
上
げ
、
と
く
に
神
道
に
道
教
な
み
の
ス
ペ
ー
ス
を
 割
 い
て
い
る
 

こ
と
は
、
木
室
 目
 
の
 惨
 ら
し
い
特
色
で
あ
る
。
（
著
者
は
昭
和
三
 十
二
年
の
 

年
末
約
一
 
ケ
月
と
 、
本
書
執
筆
後
、
昨
年
末
か
ら
今
年
の
三
月
 ま
で
と
の
 

二
回
来
日
し
、
仏
教
と
神
道
、
と
く
に
神
社
を
調
査
研
究
し
て
 い
る
。
）
 

本
書
で
は
随
所
に
「
伝
統
的
ア
ジ
 ャ
 …
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
 。
ヒ
ト
 

ヨ
プ
 
ヨ
 

｜
 ロ
ッ
パ
的
な
も
の
を
強
調
し
た
た
め
で
あ
ろ
 ヲ
 が
、
そ
の
 
反
 面
 、
ア
ジ
 

ャ
の
 近
代
以
後
の
現
象
に
つ
い
て
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
る
。
 ア
ジ
 ャ
諸
 

地
域
で
の
近
代
化
の
問
題
な
ど
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
 こ
 の
点
、
日
 

本
の
ア
ジ
 
ャ
 研
究
の
動
向
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
 

本
書
の
巻
末
の
目
次
に
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
目
次
 に
 さ
ら
に
 
「
小
見
 

出
し
」
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
詳
し
い
索
引
も
附
さ
れ
て
い
て
 便
利
で
あ
 

る
 。
前
節
で
指
摘
し
た
こ
と
を
承
知
の
上
で
な
ら
、
木
室
 日
 
に
は
 大
項
目
 主
 

義
の
 ア
ジ
 ャ
 百
科
辞
典
と
し
て
の
利
用
法
も
あ
る
。
さ
ら
に
 各
 節
の
記
述
 

の
 支
え
と
な
っ
て
い
る
資
料
の
出
典
も
明
示
さ
れ
て
お
り
、
 引
 周
文
献
の
 

リ
ス
ト
も
巻
末
に
あ
り
、
こ
れ
は
書
誌
と
し
て
も
便
利
で
あ
 
-
 
の
 0
 
 
（
の
 
つ
ト
 

毛
 ・
・
 
臣
 き
き
 
ま
 ざ
才
色
・
 
弔
い
臣
 
甲
ト
 っ
き
 -
 い
べ
 
名
句
）
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著
者
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
字
の
イ
ン
ド
哲
学
・
宗
教
の
教
授
。
 ハ
 イ
デ
ル
 

ベ
ル
ク
、
マ
イ
ン
 ヅ
 、
ペ
ナ
レ
ス
の
各
大
字
の
 
講
師
。
パ
リ
 

-
 

大
 学
 
"
 そ
の
他
の
 

通
訳
養
成
機
関
の
長
。
業
績
と
し
て
は
主
著
に
・
、
ロ
イ
ン
ド
の
 

ぼ
 神
性
 ヒ
 

二
九
四
 セ
 ）
 、
 ㍉
イ
ン
ド
神
話
し
（
一
九
五
三
）
 、
 コ
ヨ
ー
ガ
・
 キ
 リ
ス
ト
 

教
 、
文
明
ヒ
（
一
九
五
 0
 ）
等
。
他
に
、
鈴
木
大
拙
 氏
の
 
「
 
禅
 の
 研
究
 b
 

の
 仕
訳
、
「
ガ
ン
ジ
ー
聖
書
 ヒ
 
（
岩
波
文
庫
に
邦
訳
あ
り
）
の
 
編
集
な
ど
 

が
あ
る
。
パ
リ
生
れ
、
本
年
五
十
八
才
。
 



 
 

 
 

昨
年
十
月
十
八
日
第
十
八
回
日
本
宗
教
学
会
会
員
総
会
に
お
 

い
 
て
、
伊
 

勢
 
神
宮
国
有
化
の
問
題
は
、
宗
教
研
究
の
自
由
を
脅
か
す
お
そ
 

れ
が
あ
る
 

も
の
と
し
て
、
会
員
か
ら
緊
急
動
議
「
宗
教
研
究
の
自
由
を
守
 

る
た
め
の
 

決
議
案
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
審
議
未
了
と
な
り
ま
し
 

た
 
。
そ
の
 

際
 
、
こ
の
件
に
関
係
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
本
字
本
石
本
 

ム
 
員
の
意
 

見
を
求
め
 

る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
、
理
事
会
に
委
託
さ
れ
 

ま
し
た
。
 

理
事
会
で
は
、
こ
の
問
題
を
審
議
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
字
 

会
 
と
し
て
 

ま
す
 

2
3
 

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 

f ., ヰ  
 

宗
教
研
究
の
自
由
に
関
す
る
 

ア
ン
ケ
ー
ト
 

昭
和
三
十
五
年
「
宗
教
研
究
」
第
一
六
四
号
に
、
は
さ
み
込
み
 

、
宗
教
 

研
究
の
自
由
に
関
す
る
 
ア
ソ
 ケ
ー
ト
に
御
回
答
を
お
願
い
し
ま
 

し
た
。
 そ
 

の
 原
文
は
次
の
如
く
て
あ
り
ま
す
。
 

(246) 126. 

部 で研 
の お 宛 な 
事 り 」 お 
務 ま 誌 、 
局 し上会 
にたに 員 

おが い、 載番 せ位 
て埋 る の 
" 事こ御 

凧会 と 意 
下 よ に 見 
の り な を 
如整 つ ま 
く 理 て と   
め託 ま 氏 
ま さ し 名 

出さ した。 を れまし た。回 
た答な   
で は で 

「宗教 本 学人 一 @@ 四一通 

    
告は保 るの 保   

考木 な ょ で 自           こ接 れみ題さ     
） 氏 か こ と 接政 " 治 はれ関に ぎいの 曲 、   

5  目 研 的 なの 係注 での間 を最 



      

  

ど
の
項
目
に
賛
成
す
る
と
い
う
形
の
 O
X
 

の
回
答
で
は
な
く
、
 

御
意
見
 

を
 求
め
た
の
で
、
大
部
分
の
方
 は
 、
各
項
目
に
つ
い
て
補
足
、
 敷
桁
し
た
 

説
明
を
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
一
般
的
な
意
見
、
あ
る
い
は
ど
の
 項
 目
 に
も
あ
 

て
は
ま
う
な
い
と
い
 5
 独
自
の
意
見
を
の
べ
た
方
も
あ
っ
た
。
 ま
た
、
 少
 

数
は
 、
 単
に
ど
の
項
目
に
賛
成
と
の
み
記
載
さ
れ
た
例
も
あ
る
  
 

の
 べ
ら
れ
て
い
る
意
見
は
 、
 必
ず
し
も
 ァ
ソ
 ケ
ー
ト
の
各
項
目
 に
 そ
つ
 

て
 整
理
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
大
別
し
て
、
㈹
神
宮
国
有
化
 を
め
ぐ
り
 

て
、
 ㈲
信
教
の
自
由
と
研
究
の
自
由
の
関
連
㈲
手
人
 
ム
の
 と
る
 へ
ぎ
 態
度
 

の
 三
つ
ぼ
 分
 げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
た
意
見
が
分
化
し
て
い
る
  
 

伊
勢
神
宮
の
国
有
化
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
有
化
、
あ
る
い
 は
、
伊
 

勢
 神
宮
の
特
別
扱
い
が
必
ず
し
も
不
可
で
な
い
と
い
う
意
見
、
 

「
こ
の
問
題
の
直
接
の
動
機
は
、
伊
勢
神
宮
国
有
化
の
問
題
で
あ
 し
 ま
 

す
が
、
伊
勢
神
宮
は
、
元
来
、
国
教
と
密
接
不
可
分
社
関
係
を
 も
つ
 て
お
 

り
 、
そ
こ
に
伊
勢
神
宮
の
本
質
が
あ
る
以
上
、
ア
メ
リ
カ
の
 占
 領
 政
策
に
 

よ
っ
て
、
両
者
を
切
り
は
な
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
不
当
で
あ
 つ
 た
と
 考
 

 
 

え
ら
れ
る
」
 

 
 

民
族
信
仰
の
頂
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 
ん
や
、
宗
教
研
究
の
自
由
を
阻
害
す
る
と
い
う
 如
 ぎ
は
 、
 杷
憂
 に
す
ぎ
た
 

白
い
」
 

 
 

突
 

こ
れ
に
対
し
て
 

 
 

団
体
が
反
対
を
 

宗
 
表
明
し
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
甚
だ
重
ん
じ
こ
れ
に
 共
鳴
す
る
 ピ
 

二
 
宗
教
施
設
の
国
有
化
は
、
信
教
の
自
由
を
さ
ま
た
 げ
 、
ひ
い
 て
丈
 
@
 ）
 

宗
教
研
究
の
自
由
を
害
す
る
は
必
然
で
あ
る
。
宗
教
学
会
は
債
 極
 的
に
世
 

論
の
指
導
的
立
場
に
立
つ
て
国
有
化
に
反
対
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
 

「
神
宮
国
有
化
問
題
は
、
根
本
的
に
信
教
の
自
由
を
破
壊
す
る
も
 の
で
 

あ
る
」
 

「
神
宮
の
宗
教
性
を
問
題
に
し
て
、
そ
の
国
有
化
か
特
定
の
宗
典
 に
特
 

権
 を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
り
、
引
い
て
は
、
政
治
上
、
文
化
上
 、
重
大
な
 

影
響
を
あ
た
え
る
と
思
 う
 な
ら
ば
、
早
者
と
し
て
の
理
性
と
良
  
 

堂
々
と
所
信
を
の
べ
て
、
世
に
警
告
を
発
す
べ
ぎ
と
思
い
ま
す
 。
」
 

と
 、
議
論
の
焦
点
を
神
宮
国
有
化
の
是
非
、
及
び
そ
れ
と
信
教
 の
 自
由
と
 

の
 関
連
 仁
 つ
い
て
の
べ
た
も
の
が
か
な
り
あ
っ
た
。
ま
た
、
 

「
問
題
の
中
心
は
 
コ
 信
教
の
自
由
 L
 と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
 、
直
 ち
 

に
こ
れ
を
 
コ
 研
究
の
自
由
 L
 士
 何
か
 寸
 お
そ
れ
が
あ
る
と
断
じ
 る
の
ほ
 

早
計
で
あ
る
。
し
か
し
 司
 信
教
の
自
由
 L
 が
侵
害
さ
れ
る
事
態
 を
 研
究
 

団
体
で
あ
る
日
本
宗
教
学
会
は
、
研
究
の
自
由
の
侵
害
で
は
な
  
 

と
て
黙
す
る
こ
と
が
適
当
と
は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
 司
 信
教
の
 自
由
を
 

守
る
た
め
の
決
議
 L
 と
変
更
し
て
中
小
占
を
明
瞭
に
し
、
ス
リ
 カ
ェ
 を
 

や
ら
な
い
万
が
公
正
だ
と
考
え
る
。
」
 

「
神
宮
が
神
道
に
属
す
る
神
社
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
 

そ
 

れ
を
国
有
化
す
る
こ
と
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
 正
 誤
を
ァ
 

ン
ケ
ー
ト
す
べ
ぎ
で
あ
る
 ピ
 

と
い
う
意
見
も
見
ら
れ
た
が
、
 

ア
ソ
 ケ
ー
ト
の
原
文
が
、
信
教
 の
 自
由
 そ
 
㈲
 

 
 
 
 

の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
が
研
究
の
自
由
と
い
か
に
関
係
す
る
か
 と
い
う
こ
 

と
を
中
心
と
し
て
い
る
の
で
、
神
宮
国
有
化
の
是
非
の
問
題
に
   

直
接
に
は
間
れ
な
か
っ
た
。
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一
の
項
目
の
意
見
に
賛
成
さ
れ
る
趣
旨
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、
 

一
 八
通
 

で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
ア
ン
ケ
ー
ト
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
 国
 石
 化
問
題
 

と
 研
究
の
自
由
の
関
連
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
も
の
に
、
次
の
 よ
う
な
 意
 

見
 が
あ
る
。
 

「
神
宮
を
国
有
化
す
れ
ば
、
こ
れ
が
学
術
的
研
究
や
発
表
を
勢
い
 遠
慮
 

す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
 

舌
且
 珊
の
自
由
が
束
縛
さ
れ
る
恐
れ
が
 

あ
る
。
」
 

「
研
究
の
自
由
と
い
う
ば
あ
い
、
い
ま
さ
ら
久
米
博
士
や
津
田
博
 モ の
 

よ
う
な
こ
と
が
起
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
 

け
 れ
 ビ
 も
現
に
教
科
 書
 問
題
 

と
し
て
そ
の
ぎ
ざ
し
が
あ
ら
わ
れ
か
け
て
い
る
よ
う
な
形
で
は
 、
 陰
に
 

陽
 に
学
問
研
究
の
自
由
が
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。
」
 

「
信
教
の
自
由
が
破
ら
れ
れ
ば
、
必
然
的
に
思
想
の
自
由
が
失
わ
 
れ
る
 

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
字
間
研
究
の
自
由
が
失
わ
れ
る
に
い
た
 る
こ
と
 

は
 、
戦
争
中
に
経
験
ず
み
で
あ
る
。
 

し
 

「
神
社
神
道
の
国
教
化
は
、
神
社
神
道
に
対
す
る
自
由
な
研
究
が
 而
班
り
 

生
口
 

さ
れ
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
世
界
の
歴
史
に
徴
し
て
み
て
 
も
、
宗
 

教
 研
究
の
自
由
は
、
信
教
の
自
由
を
そ
の
底
辺
と
し
て
成
立
す
 

「
神
宮
を
字
間
的
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
、
不
敬
呼
ば
わ
り
 

る
 。
」
 

さ
れ
 

る
に
至
る
こ
と
も
、
過
去
の
歴
史
に
照
し
て
決
し
て
 杷
夏
 で
は
  
 

か
く
し
て
、
字
間
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
同
様
 に
杷
憂
 

で
は
な
い
。
」
 

そ
の
他
、
佐
水
底
以
外
の
神
宮
国
有
化
の
動
ぎ
の
資
料
、
あ
る
 ぃ
は
 当
然
 

の
こ
と
と
し
て
賛
同
し
た
回
答
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
の
項
目
 の
 文
章
に
 

問
題
が
あ
り
、
 

日
直
接
」
に
研
究
の
自
由
を
お
び
や
か
す
と
考
え
ら
れ
る
方
が
 
あ
る
 

な
ら
ば
、
別
に
向
間
接
 L
 に
と
い
う
こ
と
と
、
教
育
関
係
に
お
 
い
て
 

は
 、
教
師
や
生
徒
の
研
究
・
学
習
の
自
由
の
直
接
的
な
阻
害
が
 不

可
避
 
8
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
い
う
一
項
目
を
加
え
て
 頂
 ぎ
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
 
し
 

と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 
 
  

 

二
の
項
目
に
賛
意
を
表
し
た
三
通
に
は
、
 

「
決
し
て
信
教
の
自
由
を
犯
す
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
、
 

研
 究
 め
 

自
由
を
阻
害
す
る
と
い
う
 如
 ぎ
は
、
 

杷
憂
 に
す
ぎ
な
い
。
 し
 

其
他
 同
趣
旨
の
も
の
が
二
通
あ
っ
た
。
 

三
の
項
目
に
賛
同
の
意
見
で
は
、
 

「
信
教
の
自
由
と
宗
教
研
究
の
自
由
と
は
、
全
く
別
な
も
の
で
あ
 る
と
 

考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
両
者
は
同
一
で
 
は
な
 

い
 。
現
在
の
段
階
で
は
、
ま
だ
、
宗
教
研
究
の
自
由
を
守
る
た
 め
の
 決
 

議
 と
い
う
形
で
学
会
が
と
り
あ
げ
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
 
し
 

と
い
う
時
期
の
判
断
と
、
 

「
改
正
が
信
教
の
自
由
を
妨
げ
た
り
、
研
究
の
自
由
の
障
害
に
な
 る
な
 

ど
の
説
は
、
論
理
性
が
な
い
。
今
日
皇
居
が
国
 石
 に
な
っ
て
 
い
 る
か
ら
 

と
て
、
政
治
学
者
や
歴
史
学
者
が
天
皇
制
の
研
究
の
自
由
を
脅
 か
さ
れ
 

て
い
る
と
思
 う
 も
の
は
あ
る
ま
い
。
」
 

「
信
教
の
自
由
と
研
究
の
自
由
を
結
び
つ
け
る
の
は
事
の
具
体
的
 な真
 

栢
 を
は
な
れ
て
、
問
題
を
観
念
的
に
発
展
飛
躍
さ
せ
、
最
悪
の
 結
果
を
 

勝
手
に
む
す
び
つ
け
て
激
越
な
る
反
対
を
す
る
 ピ
 

と
い
う
関
連
が
な
い
と
い
う
 説
計
セ
 通
が
あ
っ
た
。
 

ま
た
、
四
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
 

「
伊
勢
神
宮
の
国
有
化
に
は
反
対
で
す
。
し
か
し
昨
今
学
会
の
総
 
会
に
 

お
い
て
、
あ
の
種
の
動
機
が
審
議
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
わ
 か
り
ま
 

せ
ん
」
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Ⅱ
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自
 

 
 

究
 

教
研
 

ヒ
 
"
 
@
 
ワ
 
丁
マ
 

の
で
、
三
か
四
の
項
目
に
賛
成
と
い
う
回
答
も
あ
っ
た
。
ま
た
 

「
学
術
研
究
団
体
が
、
政
治
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
り
、
そ
の
実
 行
運
 

勤
ほ
つ
い
て
東
出
す
こ
と
は
、
タ
 フ
一
 と
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
 思
 ヘ
ノ
 

@
 」
 

と
い
う
意
味
で
四
に
賛
成
の
意
見
が
あ
っ
た
。
 

学
会
の
取
る
べ
き
態
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
反
対
の
意
見
も
 見
ら
れ
 

-
@
 

ヰ
 
・
 
い
 。
 「

 字
会
 と
し
て
と
り
あ
げ
る
べ
 き
 で
な
い
と
い
う
の
は
、
一
種
の
 事
な
 

か
れ
主
義
で
、
社
会
的
責
任
を
果
す
の
え
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
 二
 

ま
た
、
 
ニ
、
 三
の
項
目
の
前
半
に
は
賛
成
す
る
が
、
学
会
が
と
 り
あ
げ
る
 

へ
ぎ
 筋
合
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
賛
成
を
留
保
す
 る
 意
見
も
 

あ
る
。
 

「
問
題
は
、
賛
成
に
せ
 
よ
 、
反
対
に
せ
 よ
、
 動
ぎ
の
本
質
を
十
分
 知
っ
 

て
な
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
る
の
で
す
か
ら
、
今
後
大
今
回
の
 様
な
資
 

料
を
流
す
な
り
し
て
機
会
あ
る
毎
に
私
共
を
啓
蒙
し
て
い
た
だ
 ぎ
た
い
 

と
 思
い
ま
す
。
」
 

「
現
在
学
会
が
取
り
上
げ
る
べ
 

き
 で
な
い
が
、
慎
重
に
こ
の
問
題
 を
分
 

析
し
 、
科
学
的
に
将
来
の
取
扱
い
を
研
究
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
 

「
学
会
と
し
て
は
、
一
切
の
政
治
的
問
題
を
離
れ
て
、
宗
教
研
究
 0
 目
 

由
を
脅
か
す
も
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
」
 

「
質
問
二
と
三
と
は
前
半
は
正
し
い
。
後
半
の
分
は
、
研
究
す
る
 の
も
 

ぃ
 げ
な
い
か
、
声
明
が
い
け
な
い
の
か
き
わ
め
て
あ
か
ま
い
で
 あ
る
。
 

私
の
意
見
と
し
て
は
、
 

字
会
 と
し
て
は
、
宗
教
 字
 、
宗
教
史
学
 の
 重
要
 

な
る
現
象
で
あ
る
か
ら
、
会
員
個
人
と
し
て
も
、
手
金
全
休
 
と
 
し
て
 

も
、
 た
え
ず
研
究
し
、
情
報
や
意
見
の
交
換
を
行
 う
 必
要
を
み
 と
め
 

る
 。
し
た
が
っ
て
、
伊
勢
神
宮
問
題
研
究
委
員
会
（
仮
称
）
を
 設
け
る
 

の
が
よ
い
と
思
 う
ピ
 

研
究
の
必
要
に
つ
い
て
は
他
に
 、
 

「
天
皇
を
 テ
一
て
 に
宗
教
学
会
が
討
議
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
 る
ピ
 

「
学
会
と
し
て
は
、
問
題
を
学
的
に
検
討
し
、
研
究
す
る
こ
と
が
 望ま
 

し
い
。
」
 

な
ど
が
あ
っ
た
。
 

前
に
の
べ
た
ご
と
く
、
 

本
 ア
ン
ケ
ー
ト
に
直
接
関
係
な
い
神
宮
 国
有
化
 

問
題
の
み
論
じ
た
も
の
が
五
通
、
他
 仁
 ア
ン
ケ
ー
ト
そ
の
も
の
 が
 ナ
ン
セ
 

ン
ス
、
あ
る
い
は
検
討
の
必
要
あ
り
、
な
し
な
ど
各
項
目
に
直
 接
 関
係
し
 

て
の
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
が
 セ
通
 あ
り
、
そ
の
意
見
は
 、
 以
上
の
中
 

に
 適
宜
一
部
引
用
し
た
も
の
も
あ
る
。
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甲   

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
三
十
六
年
六
月
二
十
九
日
（
木
）
牛
後
六
時
１
人
 
時
 

一
 、
第
二
十
回
学
術
大
会
の
件
 

十
月
十
四
、
十
五
、
十
六
日
の
九
州
大
学
で
の
学
術
大
会
に
さ
 き
 だ
 

ち
 十
月
十
三
日
（
金
）
午
後
公
開
講
演
を
行
な
 う
 と
の
九
州
大
 字
 @
%
 

の
 原
案
を
承
認
し
た
。
 

一
 、
 妨
崎
 記
念
賞
内
規
の
件
 

別
記
の
よ
う
に
 妨
崎
 記
念
賞
の
内
規
が
改
正
さ
れ
た
。
 

る
 、
従
来
二
枚
の
レ
ジ
メ
を
四
枚
（
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
）
 と
 

こ
れ
に
も
と
ず
 き
、
 

改
め
 

池
上
 底
正
 、
片
山
正
直
、
小
口
健
一
、
増
永
 霊
鳳
 、
 （

 
A
B
C
 順
 ）
 

四
角
井
正
慶
、
坂
本
幸
男
、
塚
本
善
 隆
 

の
 諸
氏
が
本
年
度
姉
崎
 賞
 審
査
委
員
に
任
命
さ
れ
た
。
 

一
 、
学
術
大
会
紀
要
の
件
 

学
術
大
会
発
表
者
か
ら
紀
要
掲
載
料
と
し
て
一
人
四
百
円
を
徴
 収
す
 

る
 、
抜
刷
は
だ
さ
な
い
、
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
三
十
六
年
 セ
月
 二
十
九
日
（
土
）
午
後
六
時
 ｜
セ
 時
 

一
 、
会
費
値
上
げ
の
 件
 

会
費
値
上
げ
に
関
聯
し
た
諸
資
料
を
と
と
の
え
て
理
事
会
に
提
 出
 

報
 

@
>
-
 

3
3
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定 、 日車 
ュ C （中有 した 評 持合 
ネ I A 村賀た記議 
ス P B 康鉄 。 の 員九 二二 文科 月 コ SHU 順 ） C 隆 仁 、 太郎、 諸氏が 選考委 

系 の 声福 会員 日 

連作 田井 員当 （ 
ム 六 厳 選 選金 
  
  
  
  

）牛後 、ム 三ロ 順 堀 、 挙 によ 者の件 
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ユ目 リ =- 口 かし 

一尾 買 入 

  
  ム 

ム傍 

聴 
者 
  
佐 浮 選 

p@ @ 木照 者 
  
本 に決 

O O     
理   理 

" " 日華 に 、 日 車 す 
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席は 老親者（ 
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妨
 暗
記
念
 典
 規
定
（
昭
和
三
十
六
年
六
月
二
十
九
日
改
正
）
 

，
ヘ
 

ス
 

報 

O O   O 
田 の 選 逢 エ 三 %   

大白 

抜選入 委セ 月三日 者に 委員 六年 全 且 た 員会 六年 貝金 が決定 彰律 学会連 上底工 連合理 

票 拳万 さ 蔵 合 民事（ 
日清、 

買方 
円石 十 良工 ねめ よ の政人   
紙 $ 窪 目 に 十 た研 り 留選 ） 里子 

な音 吉丸 。 究推任 の 牛 ネ且 

発 老年 好 日 

送簿後 
教 

清   
し を 八     

午後 人 常     ム 務セ 著 八時   
ス 現時 重目 

か     
  

事 l 
  

ら が 八   
受 夏時 て 

げ 選 
  さ 

@ 、   

六， @ 同 
ナ， @ 氏 

一
 

"
7
1
 

 
 

キ
 
 
 
"
 
 
 
 
 

宗
教
手
金
と
し
て
次
の
諸
氏
を
推
薦
し
た
。
 

浜
田
本
 悠
 、
 堀
 一
郎
、
三
笠
宮
禁
 仁
 、
七
戸
田
六
三
郎
 

%
 こ
 浅
 （
 い
 。
三
名
古
屋
市
昭
和
区
五
軒
家
町
人
南
山
大
学
 

内
 

南
山
 

大
学
副
学
長
 

平
祐
史
京
都
市
伏
見
区
下
鳥
羽
長
田
町
五
三
仏
教
大
 
 
 

加
藤
西
郷
京
都
市
伏
見
区
南
桃
山
町
一
の
 五
 0
 

 
 

河
村
孝
 照
 

東
京
都
文
京
区
曙
町
十
番
地
河
西
方
東
洋
 大
学
助
手
Ⅱ
 

新
入
会
員
紹
介
 

昭
和
三
十
一
年
四
月
 

日 

本 

宗教 

宇 ム Z% 

日
本
宗
教
学
会
は
、
創
立
二
十
五
周
年
に
あ
た
り
、
初
代
会
長
 妨
 崎
玉
 

冶
 先
生
の
足
跡
を
記
念
し
、
斯
学
奨
励
の
意
味
を
も
つ
て
、
 妨
 崎
 記
念
賞
 

を
 設
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
授
賞
は
、
昭
和
三
十
一
年
度
よ
 り
向
う
十
 

年
間
、
毎
年
一
回
、
前
年
度
及
び
前
々
年
度
に
優
れ
た
業
績
を
 残
し
た
 個
 

人
 に
対
し
て
行
 う
 。
 

一
 、
授
賞
者
の
資
格
は
、
四
十
方
未
満
の
本
学
会
会
員
。
前
年
 皮
及
び
 

前
々
年
度
に
刊
行
さ
れ
た
著
書
、
論
文
に
つ
い
て
審
査
す
る
。
 

一
 、
審
査
は
理
事
の
推
薦
す
る
業
績
に
基
 き
 、
審
査
委
員
会
が
 4
%
 

理
事
会
で
決
定
す
る
。
 

一
 、
審
査
委
員
は
七
名
、
毎
年
度
、
理
事
中
よ
り
会
長
が
こ
れ
 を
 指
名
 

す
る
。
但
し
、
内
三
名
は
重
任
し
な
い
こ
と
、
ま
た
三
年
以
上
 重
任
 

し
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
 

一
 、
賞
は
金
売
万
円
。
 

一
 、
発
表
及
び
授
賞
は
大
会
の
会
員
総
会
に
お
い
て
行
 う
 。
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近
藤
文
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神
奈
川
県
三
浦
郡
葉
山
町
堀
ノ
内
人
 0
 正
長
徳
 寺
 
東
洋
 

大
学
講
師
 

釈
 

天
恩
新
宿
区
柏
木
町
四
の
八
九
五
国
際
学
友
会
館
 内
 
早
稲
 

日
大
学
大
学
院
 

菅
沼
屏
東
京
都
文
京
区
原
町
 十
セ
 東
洋
大
学
仏
教
学
研
 究
 室
内
 

東
洋
大
学
大
学
院
 

竹
田
 
暢
典
 
群
馬
県
伊
勢
崎
市
波
志
江
町
一
五
二
八
大
正
 
大
学
 

（
以
上
八
月
十
日
理
事
会
承
認
）
 

石
岡
安
仙
台
市
新
製
底
下
九
の
二
菅
原
 
方
 
東
北
大
学
 大
学
院
 

小
山
雷
丸
東
京
都
練
馬
区
上
石
神
井
二
の
一
九
一
一
宇
 稲
田
大
学
 

講
師
 

菅
井
大
柴
仙
台
市
東
三
番
 
丁
 二
四
束
三
番
 丁
 教
会
 
東
 地
大
学
研
 

究
生
 

（
以
上
九
月
七
日
理
事
会
承
認
）
 

小
島
鈍
作
武
蔵
面
吉
祥
寺
セ
八
九
成
蹊
大
教
授
 

（
九
月
二
一
二
日
理
事
会
承
認
）
 

高
橋
惣
一
横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
大
王
町
二
の
九
 セ
 
早
大
 大
学
院
修
 

モ
 課
程
修
了
 

（
十
月
三
日
理
事
会
承
認
）
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The Meaning of Modernization 

in the History of Christianity 

-a socio-historical study of Protestant 

voluntarism, a dispositional ethics- 

Fujio IKADO 

T h e  main aim of this socio-historical study is to define the characteristics 

,of denominations, and also to make an intensive inquiry of what role denomina- 

tions have taken, in  contrast to sects and churches, in the modernization-process 

af religious world in the West. Thus, the readers would be led to the conclusion, 

that the Protestant individualism in terms of a dispositional ethics is the sole 

.source of voluntary activities described here as  denominations, which have 

characterised the historical development of modern Protestantism. 



On Philosophy of Religion 

Jiro ISHII 

Philosophy of Religion seems to be finished. Theology with the question, 

" revelation or reason ", and social science with the  denial of religion a s  sui 

generis, have took over the traditional philosophy of religion. I s  it really finished 

altogether ? 

Religious situation in Japan is extremely complicated: alongside the tradi- 

'tional religions, which are  fatally losing their vitality, innumerable new religious 

s e c t s  are growing with si,mple, superstitious and yet vital mass of adherents. 

Religion, contrary to the common estimation of the many, is  still a huge socio- 

cultural  energy in present Japan. 
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The situation requires analysis and understanding of religions in terms of 

social science, theology, and philosphy of religion. Philosophy of religion aims to 

reveal the structure, category and dynamics of religion in terms of phenomeno- 

logy. These are to afford indispensable index to empirical studies to start with 

and the common ground on which different religions find their mutual understanding, 

and the perspective of divine-human (religion) encounter. 

The limitation of empirical and theological method should be critically 

observed. 



Christianity and Philosophy 

-On the place of Philosophy- 

In modern times Christianity had to vindicate itself against the impact of 

scientific view of the world and the life. In the course of it, Christianity had 

lost itself into that against which it was vindicating, and had become a philosophy 

of life. In recent, especially after the First World War Christanity rediscovered 

and reaffirmed itself as  a historical religion, revealed by Juese Christ and his 

Church. This rediscovery gave rise to the so-called theologism which denied 

any stand of philosophy in Christianity. But if philosophy has its proper role and 

place for human living, it is the same as in Christianity which solely soly depends 

upon revelation. So. in this paper, I should like to find out what is the role an& 

place of philosophy through the analytic examination of Christian existence. 



Dispute with 

-Tattvasaxigraha, 

.The eighth chapter of the 

regard to Self and Reason 

Mimaqsaparikalpatmanirakara~a- 

Shuyu KANAOKA 

hnt i rak?i ta9s  Tattvasahgraha is one of the rare 

irecords of Mimatflsii philosophy viewd by Buddhist, together with the nineth 

chapter of Tarkajviila of Bhavya. 

Here, particularly in regard to the items of Self (iitman) and Reason (buddhi) 

a re  discussed by both sides. The M i m i i ~ s a k a ' s  arguements is based on the un- 

changeness of spirit (caitanya) ; the iitman is nothing but this caitanya, which 

gets  changes according a s  the feelings such a s  of pleasure, pain, etc., a re  often 

rising and disappearing. In  all these changes the spirit does not disappear. So 

the iitman is continuous in the form of caitanya with such additional changes. 

This caitanya also is not different from the buddhi of S ~ h k h y a s .  And the caitanya 

must be continuous to enjoy the results of all its previous deeds. This iitman 

.can further be proved vijiigna which feels the identity of the subject in different 

conditions experienced a t  different times, which must refer to one Btman who 

is eternal is in the form of caitanya. 

T o  these arguements, Buddhist refutation is done by using the opponent's 

logics; I f  the  caitanya and the  buddhi are  the same, then the  caitanya must 

also be non-eternal, just as is experessed by Jaimini, Sabarasvlmin and Kumiirila, 

buddhi is non-eternal. The caitanya must be various according to the various 

conditions. The self which continues to be the same in different experiences 

cannot be valid, because this self is caused by the Vijfiana which by continuous 

practice feels itself a s  eternal. 

The fundamental standpoint of the Buddhist delivered here is given by that 

d f  k$a~a-santiina of abhidharmakosa, on which vijiiiina theory of Yogacira school 
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and prashga logics of Madhyamika school are added. Here ;it will be possible ts 

see the hybrid standpoint of the author. 



Dignaga's Theory of the nine groups of 

Hetu according to the Statement of 

the Pramiinasamuccaya 

Hidenori KITAGAWA , 

An annotated translation of a paragraph from the Parirthinumlna-paricchedar 

of the Pramigasamuccaya, according to the interpretation of Jinendrabuddhi's. 

Vi6~limalivati-nima-pramiigasamuccaya-~ikl. The translation is based--on Vasu- 

dhararakgita's version of the Pramsgasamnccaya-vrtti of Sde-dge edition, of t h e  

Tohoku University Library. The following texts  are  also referred to : 

1) Pramigasamuccaya (Vasudhararaagita's version, Sde-dge edition)' 

2) Pramigasamuccaya (Kanakavarman's version, Peking edition) 

3) Pramlpasamuccaya-vytti (Vasudararakgita's version, Peking edition)' 

4) Pramigasamuccaya-vrtti (Kanakavarman's version, Peking edition) 

5) Vii%limalHvati-n~ma-pram~asamuccaya-{ika (Sde-dge edition) 

6) Viiilimalivati-nima-pramigasamuccaya-tikS (Peking edition) 




