
  

実
存
に
相
当
す
る
エ
ク
ジ
ス
テ
ン
ツ
（
 し
乙
 ㌍
の
 
民
 
存
在
 ）
と
い
う
言
葉
が
本
来
エ
セ
ン
 ツ
 （
 
巴
 お
の
 
ロ
ド
 本
質
）
に
 対
応
し
た
も
の
で
 

あ
る
事
は
言
 う
 迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
存
在
と
 本
質
と
が
普
通
の
事
物
に
お
い
て
は
別
個
で
あ
る
の
に
 対
 し
て
、
神
に
お
い
て
の
 

み
は
そ
の
本
質
の
中
に
存
在
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
 上
 
七
味
で
本
質
と
存
在
が
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
ほ
 、
ア
 ン
セ
ル
ム
ス
の
神
 里
仔
 

在
の
存
在
論
的
論
証
に
見
ら
れ
、
 又
 近
世
に
お
い
て
も
』
 
ア
 カ
ル
ト
等
に
お
い
て
な
お
取
ら
れ
て
い
る
考
え
方
で
あ
 る
 事
は
人
の
知
る
と
こ
 

ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
本
質
と
存
在
 と
の
 異
 別
を
唱
え
た
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
の
周
知
の
百
 タ
ー
ラ
ー
の
議
論
を
あ
 

存
 
げ
る
事
が
出
来
よ
う
。
た
だ
 百
 タ
ー
ラ
ー
に
 つ
 い
 て
 当
然
そ
の
事
が
言
え
る
の
は
先
行
哲
学
者
達
も
承
知
し
 て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
 問
 

実
額
は
そ
の
議
論
が
同
様
 神
 存
在
の
場
 ム
ロ
 
に
も
避
け
 得

ら
れ
な
い
と
見
る
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
の
新
し
い
立
場
が
 あ
る
と
言
え
る
。
カ
ン
ト
の
 

ね
 
こ
の
議
論
は
彼
が
神
存
在
も
信
仰
の
対
象
と
し
て
 で

な
く
現
実
の
世
界
の
存
在
と
し
て
か
、
或
は
そ
れ
に
 準
 ず
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
Ⅰ
 

教
る
限
 ・
 
り
 、
や
は
り
概
念
 ス
は
 本
質
か
ら
存
在
は
導
 き
 出
せ
な
い
と
い
う
事
で
、
や
が
て
そ
れ
は
対
象
の
存
在
 ほ
 ほ
直
観
を
必
要
と
す
る
と
（
 

三
 
@
 
@
 
ソ
丁
て
 

い
，
っ
 
彼
の
折
口
学
の
根
本
的
立
場
の
表
明
に
外
な
ら
な
い
。
 
従
っ
て
カ
ン
ト
は
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
神
の
存
在
論
的
 論
証
を
切
り
捨
て
、
 神
 
Ⅰ
 

  

宗
教
的
実
存
 

田
 

藤
 

健
治
 



 
 

信
仰
は
別
に
「
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
 」
と
し
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

然
し
神
は
信
仰
の
世
界
に
お
い
て
も
存
在
を
欠
く
事
は
 出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
少
な
く
と
も
哲
学
者
の
理
 論
 と
違
っ
た
現
実
の
）
 

信
仰
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
 神
 が
人
の
苦
悩
に
 救
済
の
手
を
差
し
の
べ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
 又
 そ
れ
 故
 に
人
の
祈
り
の
対
象
で
（
 

ベ
ル
 
だ
｜
ン
り
ツ
 

ヒ
カ
イ
ト
 

あ
る
限
り
、
神
は
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
 に
 新
口
学
者
の
求
め
る
絶
対
者
と
違
っ
て
神
に
は
位
格
性
を
 
欠
く
事
が
出
来
な
い
 理
 

由
 が
あ
り
、
そ
の
限
り
父
神
は
厳
に
存
在
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
神
の
存
在
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
 へ
 き
か
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
神
の
本
質
と
区
別
さ
れ
る
神
の
存
在
と
 ぃ
，
 
っ
 も
の
を
た
と
え
考
え
て
み
て
も
、
や
が
て
そ
の
よ
う
な
 存
在
も
結
局
本
質
 

に
帰
 著
す
る
と
み
て
い
る
。
そ
れ
は
神
存
在
に
限
ら
ず
 へ
｜
 ゲ
ル
哲
学
の
根
本
的
立
場
、
概
念
又
は
本
質
と
存
在
 自
身
と
の
同
一
を
主
 

張
 す
る
立
場
か
ら
出
て
来
る
当
然
の
帰
結
な
の
で
あ
る
 

る
と
等
し
く
、
そ
れ
以
外
に
存
在
を
考
え
て
み
て
も
こ
 

一
般
に
あ
る
事
物
の
概
念
は
い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
 

の
よ
う
な
本
質
を
具
え
た
も
の
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
か
ら
 

か
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
 

、
勝
義
に
お
い
て
は
 存
 

そ
れ
は
そ
の
事
物
の
本
質
に
対
す
る
洞
察
に
よ
っ
て
 得
 ら
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
 机
 と
い
う
も
の
 の
 概
念
と
は
 机
 と
は
ど
 

う
い
う
も
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
た
も
の
で
、
若
し
 そ
の
場
合
 机
 と
は
そ
の
上
で
字
を
書
い
た
り
本
を
読
ん
だ
 り
す
る
も
の
で
あ
る
と
 

言
，
っ
 
な
ら
ば
、
そ
れ
が
 机
 と
い
う
も
の
の
概
念
で
あ
る
。
 こ
の
よ
う
に
概
念
と
は
主
観
が
事
物
を
把
え
て
つ
く
る
 も
の
と
み
れ
ば
、
そ
れ
 

に
 相
応
し
て
客
観
の
側
に
は
机
の
本
質
が
あ
っ
て
 、
概
 念
は
そ
れ
を
 担
 え
そ
れ
と
一
致
す
る
。
そ
し
て
本
質
と
は
 そ
れ
が
具
わ
る
事
に
よ
 

っ
て
机
が
机
で
あ
る
事
が
出
来
、
そ
れ
を
欠
け
ば
も
は
や
 机
 で
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
、
一
口
に
言
え
ば
机
を
机
 と
し
て
机
に
そ
の
存
在
 

理
由
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
机
の
本
質
 と
 机
の
存
在
と
は
依
然
区
別
し
て
考
え
る
事
も
出
来
よ
う
 。
然
し
我
々
が
机
を
机
 

と
し
て
認
め
 机
 と
し
て
取
扱
 う
 の
は
勝
義
に
お
い
て
は
 @
 
」
の
よ
う
な
本
質
を
具
え
た
も
の
と
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
 以
外
に
色
々
な
性
質
を
 

具
え
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
机
に
と
っ
て
は
非
本
質
 的
な
も
の
で
あ
っ
て
度
外
視
す
る
事
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
 で
す
べ
て
の
事
物
は
こ
 

の
よ
う
な
本
質
の
点
に
お
い
て
の
み
そ
の
存
在
が
認
め
ら
 れ
そ
れ
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
本
質
を
と
ら
 え
れ
ば
存
在
を
と
ら
え
 

在
は
 本
質
を
措
い
て
な
く
、
従
っ
て
存
在
と
本
質
と
は
 等
し
い
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 へ
｜
 ゲ
ル
 の
い
，
ヮ
 
概
念
は
本
質
に
 



等
し
く
、
本
質
は
存
在
に
等
し
い
、
一
言
に
す
れ
ば
 思
 惟
と
 存
在
と
は
等
し
い
と
い
う
の
は
こ
の
よ
 り
な
 意
味
で
 あ
っ
て
、
す
べ
て
の
 存
 

在
 ほ
こ
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
、
神
と
て
も
そ
の
例
外
で
 は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
本
質
と
存
在
と
の
一
致
を
説
く
立
場
に
対
 し
て
再
び
そ
の
典
則
 を
 三
振
し
た
も
の
と
し
て
シ
ェ
リ
ン
 グ
 を
あ
げ
る
事
が
出
 

来
る
。
も
と
よ
り
こ
こ
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
と
い
，
 
ヮ
 の
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
後
期
の
哲
学
の
事
で
、
そ
れ
は
前
期
 の
 自
由
意
志
論
あ
た
り
 

か
ら
は
ぐ
く
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
層
明
瞭
 に
は
神
 話
と
 

-
 
啓
示
の
哲
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
 あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 シ
 

ェ
 リ
ン
グ
は
 
へ
｜
 ゲ
ル
以
後
の
哲
学
の
反
 へ
｜
 ゲ
ル
的
な
 動
向
の
魁
と
言
え
且
つ
、
実
存
哲
学
と
密
接
な
関
連
に
 あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
 
兎
 

も
角
 こ
こ
で
再
び
カ
ン
ト
の
と
っ
た
本
質
と
存
在
の
異
 別
の
立
場
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
殊
も
結
果
は
カ
ン
ト
の
 よ
 -
 
ソ
に
神
 存
在
に
対
し
て
 

不
 ガ
テ
ィ
ヴ
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
 そ
 の
 存
在
面
の
強
調
に
向
う
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
 よ
 れ
ば
神
を
本
質
の
面
 か
 

ら
 見
る
限
り
、
若
し
神
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
 ナ
 
」
の
よ
う
な
も
 小
 
り
で
あ
る
と
舌
ロ
う
に
止
り
、
そ
の
よ
う
な
 
神
 が
事
実
存
在
す
る
と
 

い
う
事
は
そ
れ
か
ら
は
決
し
て
出
て
来
な
い
。
 

へ
｜
ゲ
 か
め
 絶
対
者
は
も
と
よ
り
神
と
さ
れ
た
が
、
 

妖
し
 弁
証
法
 的
 発
展
の
終
極
に
出
て
 

来
る
絶
対
者
は
、
依
然
す
べ
て
の
相
対
的
規
定
を
止
揚
 さ
れ
た
契
機
と
し
て
綜
合
し
、
そ
の
点
で
真
な
る
も
の
は
 全
体
で
あ
る
と
い
う
 へ
 

｜
 ゲ
ル
の
立
場
を
表
わ
す
も
の
に
 上
 る
。
そ
れ
が
神
で
 あ
る
と
さ
れ
る
の
は
た
だ
そ
 う
 名
付
け
ら
れ
た
だ
け
で
、
 

真
に
苦
悩
す
る
人
問
が
 

求
め
る
位
格
性
を
も
っ
た
神
と
は
言
い
得
な
い
。
そ
れ
 は
 精
々
が
見
ら
れ
た
 神
 、
概
念
的
普
遍
で
あ
る
が
、
真
の
 神
と
ほ
 個
 酌
人
間
に
よ
 

っ
て
求
め
ら
れ
、
従
っ
て
そ
れ
自
身
 値
 で
あ
る
神
で
な
 け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
へ
 ｜
 ゲ
ル
の
絶
対
者
は
こ
の
 よ
う
な
要
求
を
満
た
す
 

 
 

ン
グ
 の
新
し
い
立
場
か
ら
神
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
か
。
 シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
 
第
 

美
一
に
理
性
的
概
念
的
思
惟
は
本
質
を
把
 
え
 得
て
も
 存
在
自
身
を
把
 え
 得
な
い
か
ら
、
存
在
を
真
に
与
え
る
も
 の
は
概
念
で
は
な
く
て
、
 
広
 

的
 
義
の
経
験
で
あ
り
、
 
神
 存
在
の
場
合
も
そ
の
例
外
 
で
は
あ
り
得
な
い
。
第
二
に
概
念
的
思
惟
に
よ
っ
て
 把
、
 
え
ら
れ
る
本
質
は
当
然
理
性
的
 

教
 

で
あ
る
が
、
存
在
は
そ
れ
で
は
尽
せ
な
い
限
り
 非
 理

性
で
あ
り
、
非
理
性
は
こ
の
場
合
意
欲
を
意
味
し
 、
従
 っ
て
上
に
い
う
存
在
を
与
え
 

宗
る
 経
験
も
実
は
意
欲
を
以
て
意
欲
に
働
き
か
け
る
 体

験
の
事
で
あ
り
、
か
く
し
て
 神
 存
在
自
身
も
意
欲
に
根
 差
し
意
欲
的
体
験
の
中
に
自
 
3 ( 3 ) 



実 あ り た 得 し を っ て っ 方 純 も 在   
そ
の
意
味
で
純
粋
な
現
実
性
（
 
a
c
 

（
己
の
で
 

目
 ～
目
し
で
あ
る
。
 
第
四
に
本
質
は
概
念
で
あ
る
限
り
普
遍
で
あ
る
が
、
 存
 在
 は
あ
く
ま
で
 

あ
り
、
個
で
あ
る
限
り
他
を
以
て
置
き
か
え
ら
れ
な
い
 掛
け
替
え
の
な
さ
を
 現
お
 す
の
は
当
然
で
あ
る
。
神
も
ま
 た
そ
の
意
味
で
 

個
的
 存
在
で
あ
り
、
 個
的
 存
在
と
し
て
人
間
の
個
的
 存
 在
 と
一
対
一
の
絶
対
的
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 よ
 う
 に
し
て
 一
 

惟
 ・
理
性
・
概
念
・
本
質
・
可
能
性
・
普
遍
と
い
う
系
 別
 と
他
方
に
存
在
・
非
理
性
，
意
欲
・
現
実
性
・
 個
 と
い
 ぅ
 系
列
と
が
あ
 

立
し
、
そ
の
対
立
項
の
後
の
方
に
強
調
と
優
位
を
お
く
 め
 が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
新
し
い
立
場
と
い
う
事
に
な
り
、
 そ
 れ
は
神
に
つ
い
 

る
と
共
に
 、
又
 す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
 あ
る
。
 

神
 存
在
の
規
定
は
、
人
間
が
存
在
の
一
つ
で
あ
る
事
に
よ
 っ
て
も
、
又
と
り
わ
け
神
の
似
 
姿
 と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
 で
あ
る
事
に
よ
 

、
 
当
 鉄
人
間
存
在
に
う
つ
せ
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
 は
そ
の
後
期
の
哲
学
が
神
話
と
啓
示
の
哲
学
で
あ
る
事
に
 よ
っ
て
 神
 存
在
 

と
し
た
か
ら
、
人
間
に
つ
い
て
は
か
た
ね
ら
触
れ
る
に
 上
っ
た
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
神
信
仰
を
全
体
と
し
て
 逆
理
と
し
て
む
 

開
存
在
に
焦
点
を
絞
っ
た
の
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
神
拝
 在
に
 於
て
み
て
と
っ
た
そ
の
事
を
そ
の
ま
ま
人
間
存
在
に
 感
じ
た
と
言
い
 

。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
人
間
存
在
に
あ
て
た
実
存
と
い
，
 
ヮ
 概
念
の
成
立
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
如
何
に
歴
史
的
事
実
と
 し
て
直
接
与
っ
 

か
は
に
わ
か
に
決
し
難
い
が
、
理
念
の
連
続
を
辿
れ
ば
 両
 者
の
関
係
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
 け
ス
 逆
に
 シ
ュ
 

が
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
先
立
っ
て
後
者
が
人
間
存
在
に
 感
じ
た
も
の
を
 神
 存
在
に
見
出
し
た
と
い
う
事
は
特
記
す
 へ
き
事
な
の
で
 

し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
概
念
に
は
さ
き
に
あ
げ
 た
 シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
存
在
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
 る
の
で
あ
る
。
 

思
惟
を
以
て
尽
せ
な
い
神
の
前
に
立
つ
一
人
一
人
の
単
 独
 な
個
酌
人
間
存
在
で
あ
る
。
神
を
求
め
る
も
の
が
こ
の
 意
味
の
純
粋
な
 

ら
 を
あ
ら
わ
に
す
る
。
そ
し
て
意
欲
は
か
く
す
る
事
も
 し
な
い
事
も
可
能
で
あ
る
限
り
、
 

神
は
 あ
く
ま
で
も
理
性
 

 
 

側
 で
あ
り
本
黒
で
あ
り
自
由
で
あ
る
。
第
三
に
概
念
は
 何
か
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
 ぅ
 本
質
規
定
を
示
す
だ
）
 

け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
可
能
性
に
止
る
が
、
存
在
日
 体
は
何
か
が
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
れ
は
 現
実
性
を
現
わ
す
。
 
神
 

（
 

  



な
 き
も
の
と
が
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
 神
 な
き
実
存
主
義
 の
場
合
に
は
実
存
 は
 必
し
も
宗
教
的
な
色
合
を
帯
び
る
と
 は
 限
ら
な
い
の
で
あ
 

る
 。
も
と
よ
り
実
存
を
芸
術
的
道
徳
的
人
間
存
在
に
も
用
 い
る
事
は
 、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
ら
が
人
生
行
路
の
諸
 段
階
、
美
的
道
徳
的
 宗
 

教
 的
の
そ
れ
を
二
一
つ
の
実
存
領
域
（
串
の
 

@
 鵠
准
降
 
の
口
器
 
吝
 w
h
 

の
③
と
よ
ぶ
点
に
も
見
ら
れ
る
が
、
た
だ
彼
の
場
合
 

は
 あ
く
ま
で
も
宗
教
的
段
 

階
 が
根
 抵
 的
で
も
中
心
的
で
も
あ
る
事
は
疑
え
な
い
の
 で
あ
る
。
然
し
こ
の
よ
う
に
実
存
概
念
を
拡
大
す
る
事
は
 或
 意
味
で
は
当
然
と
も
 

言
え
る
。
何
故
な
ら
実
存
が
宗
教
的
で
あ
る
と
言
っ
て
 も
 、
そ
れ
は
実
存
が
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
人
間
存
在
の
 根
本
を
形
造
っ
て
お
り
 

存
 
そ
れ
が
宗
教
に
お
い
て
最
も
 よ
く
 現
わ
れ
た
と
 見
 る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
 又
 他
の
領
域
、
美
的
、
道
 徳
的
 あ
り
方
と
結
ん
で
も
 現
 

実
 
わ
れ
得
る
可
能
性
を
も
っ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
ゐ
 ホ
教
は
正
に
単
独
者
と
し
て
の
人
間
の
心
の
機
微
に
触
れ
 、
そ
の
深
奥
に
透
徹
す
る
 処
 

的
に
成
り
立
つ
か
ら
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
深
奥
な
 
機
 微

に
 基
づ
く
人
間
関
係
に
お
い
て
先
ず
何
よ
り
も
実
存
が
 あ
ら
わ
に
な
り
、
や
が
て
そ
 

，
 

教
 
れ
が
宗
教
に
発
展
す
る
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。
 例
 え

ば
死
は
宗
教
成
立
の
契
機
と
し
て
最
も
重
大
厳
粛
な
 問
題
で
あ
り
、
宗
教
的
立
場
（
 

心
木
 

 
 

に
お
い
て
の
み
そ
の
解
決
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
 る
が
、
そ
う
あ
る
の
は
死
に
お
い
て
実
存
が
最
も
あ
ら
わ
 に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

プ
レ
オ
Ⅰ
Ⅰ
 

-
-
 

イ
ツ
シ
ユ
 

的
 実
存
と
規
定
す
る
事
す
ら
冗
漫
で
あ
る
と
云
 い
 得
 よ
，
 フ
 。
た
だ
現
代
の
実
存
折
口
学
に
は
サ
ル
ト
ル
の
呼
称
に
従
 

え
ば
 神
 あ
る
も
の
と
 神
 

お
い
て
、
人
間
存
在
を
さ
す
事
に
移
り
、
全
く
宗
教
的
 な
 系
譜
に
お
い
て
成
立
し
た
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 そ
 の
 意
味
で
実
存
を
宗
教
 

以
上
に
よ
っ
て
 ェ
ク
 ジ
ス
テ
ン
ツ
と
い
う
概
念
が
本
来
 神
の
存
在
を
指
す
こ
と
に
始
ま
っ
て
、
や
が
て
一
対
一
の
 神
と
人
と
の
関
係
に
 

ほ
 始
め
て
現
実
性
を
得
る
の
で
あ
り
、
自
己
自
ら
に
 関
 保
 す
る
存
在
と
し
て
絶
望
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
無
限
性
の
 情
熱
に
よ
っ
て
永
遠
の
 

真
理
を
我
が
も
の
と
す
る
内
面
性
に
徹
す
る
存
在
で
も
 あ
る
。
 

@
2
 
）
 

何
 で
あ
 

け
て
、
 

れ
等
の
 

替
え
の
 る

 事
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
何
よ
り
も
強
調
し
た
処
で
あ
っ
た
 。
そ
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
 へ
｜
ゲ
 ル
 批
判
を
 ，
フ
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
よ
う
な
論
理
的
体
系
性
や
世
界
史
的
普
遍
性
 の
 立
場
か
ら
し
て
は
真
の
人
間
は
稀
薄
化
さ
れ
て
失
わ
 ね
 、
従
っ
て
 そ
 

見
地
か
ら
は
割
り
切
れ
な
い
処
に
実
存
の
成
立
す
べ
き
 事
を
主
張
し
た
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
実
存
と
は
 神
の
前
の
掛
け
 

な
 い
 純
粋
な
個
酌
人
間
存
在
で
あ
る
、
神
に
随
順
し
て
 決
意
し
実
践
す
る
行
為
主
体
で
あ
り
、
そ
の
道
徳
的
現
実
 性
 に
よ
っ
て
 人
 



と
し
て
の
自
ら
の
存
在
を
真
に
実
感
す
る
の
で
あ
り
、
 又
 死
 こ
そ
は
我
々
に
と
っ
て
は
、
不
可
避
的
に
ふ
り
か
か
 る
 運
命
で
あ
り
、
然
も
 

何
故
と
い
う
問
い
に
対
し
て
何
等
合
理
的
解
答
の
得
 ら
 れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
成
程
 生
 あ
る
も
の
の
死
ぬ
事
は
当
 然
 で
あ
り
、
有
機
体
と
 

し
て
の
人
間
の
生
理
 は
 死
を
必
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
 然
 し
そ
の
よ
う
な
説
明
は
死
が
当
人
の
意
志
し
た
も
の
で
 な
い
限
り
、
当
人
に
と
 

っ
て
は
全
く
外
的
な
理
由
付
け
で
あ
り
、
従
っ
て
死
は
人
 間
 に
と
っ
て
た
だ
偶
然
と
い
う
外
は
な
い
。
そ
の
意
味
 で
そ
れ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
 

の
い
う
「
必
然
的
偶
然
」
の
一
つ
の
場
ム
コ
で
あ
り
、
 
そ
ナ
 
」
で
理
性
が
ム
ロ
 

理
 約
説
明
を
見
出
し
得
な
い
で
挫
折
す
る
 限
界
状
況
で
あ
る
。
 然
 

も
そ
の
故
に
こ
そ
こ
の
必
然
的
偶
然
と
い
う
限
界
状
況
 を
 通
じ
て
 今
 此
処
に
あ
る
此
の
も
の
と
い
う
 個
 酌
人
間
 存
 在
 が
あ
ら
わ
に
な
る
の
 

で
あ
る
。
同
様
の
事
は
愛
に
つ
い
て
も
云
え
る
。
愛
は
 本
来
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
対
一
の
 関
 係
 に
お
い
て
成
り
 丈
 

ち
 、
自
我
 愛
 に
お
い
て
最
も
強
く
単
独
の
自
己
に
結
び
 つ
く
と
共
に
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
他
愛
に
お
い
て
 最
も
強
く
単
独
の
他
に
 

結
び
っ
く
。
も
と
よ
り
一
切
の
愛
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
と
い
，
 
ヮ
 の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
普
遍
へ
の
愛
が
 ハ
 
そ
れ
が
単
に
生
 命
 的
欲
動
に
基
づ
く
 愛
 

で
あ
ろ
う
が
理
念
へ
の
愛
で
あ
ろ
う
が
）
成
り
立
ち
得
る
 に
し
て
も
、
然
も
愛
 は
 本
来
自
他
に
お
い
て
単
独
で
あ
る
 が
 故
に
 又
 そ
こ
で
単
独
 

者
と
し
て
の
人
間
存
在
が
最
も
よ
く
あ
ら
わ
に
な
る
も
 の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
実
存
的
交
わ
り
や
語
ら
い
の
 何
 と
し
て
真
の
友
を
得
 

る
と
か
一
生
の
伴
侶
を
得
る
と
か
い
 う
 場
合
を
語
り
、
 実
 存
的
 交
わ
り
や
語
ら
い
が
 畢
寛
愛
 の
 戦
 
（
 
-
@
 

の
 
す
 の
口
印
の
～
 

木
 曲
玉
で
こ
で
あ
る
と
い
 

ぅ
 の
も
愛
に
お
い
て
実
存
の
開
明
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
 る
 。
こ
こ
に
戦
と
い
う
の
は
実
存
が
あ
く
ま
で
も
自
己
を
 失
 う
 事
な
き
単
独
者
で
 

あ
る
限
り
、
そ
の
単
独
者
の
相
互
関
係
は
正
に
常
に
他
 が
 自
ら
に
融
か
し
切
る
事
の
出
来
な
い
自
体
存
在
と
し
て
 自
ら
と
対
立
争
闘
す
る
 

事
な
く
し
て
ほ
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
但
し
こ
の
 戦
い
は
普
通
の
戦
が
自
ら
の
手
の
内
を
出
来
得
る
限
り
 秘
 め
て
他
を
奇
襲
す
る
事
 

に
 勝
利
を
求
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
と
違
っ
て
 、
自
 ら
の
す
べ
て
の
武
器
を
他
に
委
ね
て
の
戦
で
あ
る
。
 そ
 う
し
て
さ
え
相
互
に
心
 

例
 と
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
人
間
の
本
来
態
を
死
へ
の
 存
在
と
し
て
の
自
覚
か
ら
導
き
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
死
を
実
 存
 が
開
明
さ
る
べ
き
 限
 

）
 

罪
状
況
の
一
 
つ
に
 数
え
る
の
も
そ
の
た
め
で
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
事
実
死
に
お
い
て
始
め
て
人
ほ
全
く
自
ら
の
 孤
独
を
 、
 即
ち
単
独
者
 

て
 

  

そ
れ
 故
キ
エ
 ル
 ケ
 。
コ
ー
ル
が
実
存
の
内
面
性
と
結
合
し
 
て
の
み
す
べ
て
は
真
に
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
と
い
う
 事
 を
 述
べ
る
た
め
に
死
を
 

 
 



宗 教 的 実 存 

文 を 体 9 目 

  

美 っ あ 

    
  

実
存
概
念
の
実
質
的
規
定
に
到
る
た
め
に
他
の
人
間
の
 根
本
的
あ
り
方
た
る
生
命
や
精
神
と
の
対
比
か
ら
出
発
す
 る
 事
が
便
宜
で
あ
 

（
 
4
 ）
 

る
 。
こ
れ
等
の
人
間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
既
に
他
の
機
 会
 に
も
述
べ
て
来
た
の
で
こ
こ
で
は
必
要
な
限
り
に
 止
 め
る
事
と
す
る
。
 

と あ あ あ 仰 
い り ろ ら を か 

3 ヵ さ わ 子 く 

と に 。 に 想、 し 
形 対 そ な し て 
式 し し る な 死 
的 て て 限 り や 

臨もこりで愛 児つれ、 も に 

一 定 関 等 又 何 % 一 " 
さ 係 の そ 能 い 
れ か 関 れ で て 
た ら 係 が あ 実 
美 明 が 最 る 存 
在 ら い も 。 は 
概 か か ょ 然 あ 
念 に に く し ら 

が さ あ そ 又 わ 
実 れ る の 死 に 
質 ね か 実 や な 

的 規 ばに拝受 なったが。 る 

定 も い る 人 そ 
を な て 木 間 し 
曳 い は 領 の て 
け と 更 を 葛 取 
る 居、 に 発 藤 あ 
事 ね こ 揮 の え 
に れ の す 契 ず 
な る よ べ 機 死 
る 0 5 き で や 
の で な 宗 あ 愛 
で あ 実 教 り に   

。 そ 一 場 し て 

れ つ に て あ 
に の 到 そ ら 

よ 人 る こ わ 
っ 間 可 に に 

て の 能 単 な 
上 あ 性 独 る 
に り を の 実 

存は 述べて 人間存 方とし も含む 、 
来 て 事 在 そ 
た 他 も た の 
い の 明 る 限 
づ 入 ら 実 り   

関
係
で
あ
る
事
は
疑
え
な
い
。
そ
し
て
 又
 そ
の
事
が
 サ
 ル
ト
ル
が
 他
 と
の
関
係
の
具
体
的
な
場
合
と
し
て
愛
を
と
 り
あ
げ
る
理
由
で
も
あ
 

ろ
，
 
（
 
3
 
≦
。
 

）
 

の
 通
わ
な
い
 虞
 れ
の
あ
る
自
他
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 然
 し
こ
の
よ
う
な
戦
を
前
提
と
し
つ
つ
実
存
の
最
も
あ
ら
 わ
に
な
る
も
の
が
愛
の
 



  

で
あ
る
。
道
徳
も
そ
れ
が
善
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
 限
り
精
神
の
世
界
に
属
す
る
。
た
だ
道
徳
が
科
学
や
芸
術
 と
 異
な
る
所
は
、
科
学
 

や
 芸
術
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
理
念
の
純
粋
性
を
求
 め
る
限
り
そ
れ
だ
け
益
々
個
に
究
極
 し
 、
所
謂
天
才
概
念
 に
 到
っ
て
殆
ど
掛
け
替
 

た
め
な
い
個
に
ま
で
達
す
る
が
、
道
徳
の
場
合
に
は
、
 乙
 、
 
れ
が
道
徳
的
理
念
の
内
容
に
関
す
る
限
り
同
様
道
徳
的
 天
才
に
到
る
に
も
拘
ら
 

ず
 、
本
来
道
徳
が
す
べ
て
の
人
間
に
よ
っ
て
守
ら
る
べ
き
 規
範
で
あ
る
と
い
う
性
格
か
ら
来
る
普
遍
 性
 乙
矢
う
わ
 け
に
は
い
か
な
い
の
で
 

あ
る
。
従
っ
て
科
学
や
芸
術
の
場
合
に
も
普
遍
性
へ
の
 要
求
は
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
必
ず
し
も
ぞ
れ
を
必
須
と
せ
 ず
 、
科
学
的
人
間
や
芸
 

術
 的
人
間
の
孤
高
が
許
さ
れ
る
の
に
、
道
徳
的
人
間
に
 あ
っ
て
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
同
じ
く
理
念
を
 目
指
す
精
神
で
あ
っ
て
 

も
 科
学
や
芸
術
と
道
徳
と
で
は
そ
の
方
向
に
相
違
が
あ
 る
 。
同
時
に
 又
 生
命
に
対
 十
る
 関
係
で
も
そ
れ
等
 は
 相
異
 す
る
。
科
学
や
芸
術
は
 

生
命
の
世
界
に
対
し
て
は
そ
れ
に
 土
 4
 
口
付
け
ら
れ
る
だ
 け
で
、
た
と
え
そ
の
理
念
は
生
命
へ
の
奉
仕
が
ら
自
ら
を
 切
り
離
す
事
に
よ
っ
て
 

成
立
し
そ
の
限
り
生
命
か
ら
自
由
と
な
る
関
係
に
あ
る
 に
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
生
命
の
欲
望
自
体
に
対
し
て
そ
 の
 内
部
に
立
ち
入
っ
て
 

こ
れ
と
対
決
し
な
い
。
云
い
か
え
れ
ば
生
命
の
欲
望
の
充
 足
も
科
学
や
芸
術
成
立
の
土
台
と
な
る
限
り
は
、
当
然
 こ
れ
を
許
し
て
樺
か
ら
 

な
い
。
然
る
に
道
徳
 は
 自
ら
の
成
立
の
土
台
と
し
て
 生
 命
の
要
求
の
充
足
を
許
し
乍
ら
 、
又
 そ
の
生
命
に
対
し
て
 さ
え
こ
れ
を
理
非
曲
直
 

の
 尺
度
を
以
て
裁
き
、
時
と
し
て
そ
れ
を
否
定
す
る
事
 が
 自
ら
の
土
台
を
亡
ぼ
す
事
で
あ
る
事
を
知
り
つ
っ
こ
れ
 と
 対
決
さ
え
あ
え
て
す
 

る
の
で
あ
る
。
 

道
徳
的
人
間
が
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
人
間
の
善
性
に
 根
差
し
、
 文
 人
間
の
善
性
は
人
間
性
の
根
 低
 を
形
づ
く
る
 
 
 

可
能
的
存
在
と
し
て
は
そ
れ
で
あ
り
得
る
事
に
よ
っ
て
 、
 
道
徳
は
す
べ
て
の
人
を
包
み
得
る
普
遍
性
を
持
っ
の
で
 あ
る
。
そ
し
て
現
実
の
歴
 

史
的
世
界
は
勝
義
に
於
て
生
命
の
世
界
自
然
的
欲
望
の
 充
足
を
目
指
す
世
界
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
と
対
決
し
得
 る
も
の
は
道
徳
的
人
間
 

を
 措
い
て
あ
り
得
な
い
。
道
徳
的
人
間
こ
そ
は
人
間
の
 最
も
根
 抵
 的
に
し
て
普
遍
的
な
あ
り
方
と
考
え
ら
れ
る
の
 で
 為
る
。
そ
し
て
精
神
 

の
 立
場
に
立
つ
限
り
、
道
徳
的
立
場
こ
そ
究
極
の
立
場
と
 考
え
る
事
は
当
然
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
然
し
我
々
 は
 精
神
を
こ
え
て
実
存
 

と
い
う
一
層
 根
抵
 的
な
人
間
存
在
に
達
し
な
け
れ
ば
な
 ら
ず
、
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
宗
教
に
お
い
て
最
も
よ
く
 自
ら
を
あ
ら
わ
に
す
る
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な り こ 以 る 火 成 と 宗 に い 一 の 粋 あ 属 る の 
さ 立 の て 。 間 伝 さ 教 な か 文 知 な え す 皇宗 で あるか ェ は、 つとし 立場を 我かな 眼 その 性に深 に究極 れる女 の立場 いから に法華 不知の るとこ 宗教の ず知性 ること なるも 教もそ 

    て お い り く す に は で 軽 患 ろ 立 に も の の ら     
うの 。 立値 価 ブ イ かる 

る ら 存替 得 も す い く 案 こ 証 サ   持も味な た掛でい わざ え て立ト の ス処 でしでか と 様場   
い い 掛実 。 れ る く の る 、 は い 的 に あ な か け ればな 存在で。すなけ替え 存とし 然し完 善亜 ゅ ほ までも までも 事を明 にして 教 古木 の 人を覚 かに法 境地の とって 考 ると らばそ フ，オ わ あ の て 教正 な な ら も 立 り 然 障無 え ら   
  



  

力
 に
よ
っ
て
破
ら
れ
得
る
事
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 そ
 の
点
で
真
に
生
命
と
対
決
し
得
る
の
は
さ
き
に
 言
，
 
≦
通
り
 道
徳
的
立
場
で
あ
る
。
 

そ
れ
 放
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
世
界
史
的
見
地
か
ら
ど
れ
 ほ
ど
の
事
業
を
な
し
た
か
と
い
う
量
の
基
準
に
よ
る
個
の
 価
値
づ
け
が
人
間
の
内
 

命
の
支
配
 力
 に
直
接
対
決
す
る
事
な
く
、
た
だ
一
時
 そ
 れ
に
目
を
つ
ぶ
る
だ
け
で
あ
る
事
は
、
そ
れ
の
 き
 づ
く
 せ
 界
 が
い
つ
も
又
生
命
の
 

ハ
ウ
ア
ー
の
洞
察
し
た
通
り
で
あ
る
。
残
し
例
え
ば
純
粋
 な
 芸
術
や
学
問
の
世
界
に
沈
潜
す
る
事
が
真
の
解
脱
に
 は
な
ら
ず
、
い
わ
ば
 生
 

右
の
よ
う
な
生
命
の
世
界
の
の
し
か
か
る
支
配
や
そ
れ
 に
 伴
う
塵
労
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
手
段
を
提
供
し
得
る
 事
は
 、
 既
に
 シ
コ
 ペ
ン
 

戻
さ
る
べ
し
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
精
神
の
自
 三
性
に
よ
る
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
そ
れ
を
 言
，
フ
 
の
で
は
あ
 
る
ま
い
。
若
し
単
に
失
 

わ
れ
た
自
己
を
取
り
戻
す
だ
け
に
 上
 る
な
ら
ば
、
選
ば
れ
 た
 人
は
精
神
と
し
て
も
そ
れ
を
取
り
戻
す
可
能
性
を
も
 つ
で
あ
ろ
う
。
精
神
が
 

ン
や
 ホ
ワ
イ
ト
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
も
そ
れ
に
 通
 ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
場
ム
ロ
人
間
存
在
が
失
わ
 

れ
て
い
る
が
故
に
取
り
 

性
を
失
っ
て
全
体
の
機
構
の
中
に
自
ら
を
喪
失
 し
 

化
す
る
か
生
命
的
集
団
の
中
に
一
般
化
す
る
か
し
 

生
命
の
世
界
の
平
均
化
は
一
層
全
体
的
に
拍
車
を
 

の
中
に
説
く
人
間
存
在
の
頽
 落
 態
と
し
て
の
マ
ン
 

ア
 ツ
 ニ
ム
な
力
の
支
配
の
下
に
お
け
る
人
間
は
そ
 て

 了
う
。
こ
の
場
ム
ロ
本
来
 個
 陛
の
発
展
に
よ
っ
て
の
み
 成
 立
 す
る
精
神
が
生
命
に
手
段
 

て
 、
か
く
て
精
神
の
技
術
化
や
制
度
化
、
流
行
化
や
大
 衆
 化
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 

か
け
ら
れ
、
個
の
自
主
性
の
喪
失
が
完
成
す
る
。
ハ
イ
 バ
 
ア
ッ
 ガ
 ー
が
「
存
在
と
時
間
 ヒ
 

（
 
ひ
と
 ）
の
よ
う
な
あ
り
方
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
「
現
代
の
 精
神
的
状
況
」
の
中
に
説
く
 

れ
を
 呪
 わ
し
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
い
 う
 
「
疎
外
さ
れ
た
 人
間
」
や
さ
ら
に
は
リ
ー
ス
マ
 

か
ら
し
て
そ
の
ま
ま
で
は
分
化
に
乏
し
く
従
っ
て
逆
に
集
 固
化
に
容
易
で
あ
る
か
ら
、
生
命
の
世
界
に
お
い
て
は
 人
は
容
易
に
個
の
自
主
 

な
さ
で
 は
 な
く
て
、
一
人
一
人
の
掛
け
替
え
の
な
さ
、
 

一
 八
一
人
と
数
え
て
万
人
に
及
ぶ
掛
け
替
え
の
な
さ
で
あ
 る
 。
こ
の
よ
う
な
掛
け
 

替
え
の
な
さ
は
古
来
宗
教
を
通
じ
て
の
み
与
え
ら
れ
た
 も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
で
始
め
て
 実
 存
 と
い
う
人
間
の
あ
 り
 

方
が
真
に
そ
の
全
貌
を
づ
く
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
と
 言
 い
 得
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
の
白
木
教
の
世
界
で
見
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
間
の
か
け
 

が
え
な
さ
こ
そ
実
存
を
最
も
至
 醇
 に
伝
え
る
も
の
で
、
 
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
 場
 

合
 に
人
間
の
個
の
自
主
性
の
主
張
の
根
 抵
 に
な
る
も
の
 
だ
と
言
え
る
。
何
故
な
ら
ば
生
命
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
 方
 は
そ
の
本
来
の
性
格
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宗 教 的 実 存 

た し 我 
然 々 両性を と言わ 放 その もので を通じ た孤独 実存の つそれ 義の場 の本来 状況の 死へ 「 に基づ 実存の 意味で 

し @ ま ね に は て 者 開 を 合 的 中 の く 克 た 喪   
し 上 
我 宗 失する にばなら 古木 数 Ⅴ た ょ ： 個酌人 一 力 明の間 越えて 常 には 境地を に自己 存在」 行為と 全な自 けれ ば 

々 教 な お そ 問 対 に 死 に 見 を の な 虫 な 結 
がミ 的   
欧 存 一 で あ 実 の 関 認 を 的 と か か を 調 い な 
の と あ 貧ら 存掛 係 れ 英 人 い に ら い し 。 る 
世 然 る ） わ を け に べ 機 問 う し 白 う つ 従 が ， 
昇 ら 。 に あ 替 立 き と を の つ 己 の つ っ 故 
を ざ ら な え っ 本 し 超 が つ の も も て に 
去 る る わ の 運 賃 て え ヤ 白 木 回 、 キ 人 
っ も 実 に な ば 的 自 て ス 己 来 じ そ ェ 間 
て の 在 す さ れ 閲 覧 宗 パ の 的 意 の ル付 
東 と 

洋 の   
0 区 
社 別 道徳 すにすべして 数者 問わ る案 実存 の立 を神 至 一 こ １ １ あろ に基 ｜ル 

界 を て も し に れ 存 に 場 に ろ う づ は 的 
に 神 の ま て す る を 到 と よ の 。 く 道 質 
眼 あ 大 だ も ぎ な 摘 る い っ が 裏 行徳 を 
き る 間 そ 、 ず ら 出 事 え て ハ に 為 を 強 
移 実 存 の 沃 、 ば せ が る 贈 イ 又 が 以 調 
す 存 在 全 し そ 、 ん 見 で ら デ 貢 司 て す 
暗 主 の 貌 て れ 我 と ら あ れ ッ 住 持 実 る 

、 義 根 を す は 々 す れ ろ た ガ や に 存 事 
@ し と 低 つ べ 人 は る     ほ く て 間 依 の 神 ぅ白 。 由の心火末 l 貝金のに よ 

よ な 

， フ き   
な 実 て 草 間 の や ら 実 等 て と う 為 規 真 
区 存 、 に の 中 愛 れ 存 の 無 言 道 め 範 の 
別 主 そ 部 一 に に る 主 実 制 え 徳 と と 人 
を 義 
必 の 0 個 分人 約一くら思のの 傑 あ と 義 拝納 的 よ佳 ぅ とうえの いさ間 
て 区 の に 八 階 わ わ 陽 関 要 し の 自 す ，茨 
は 別 目 上 の む れ れ 今 明 請 、 関 己 る 復 
尽 に 壬 る 掛 単 る る に に に 実 連 の の を 
し 基   性 と け 独 人 。 も お 答 存 を 責 で は 
得 づ を 答 替 性 間 然 倫 い え 的 漂 任 あ か 
な く     

る る な ら に し 色 神 的 り な じ 又 い 

も を さ わ 他 こ 彩 あ 行 を が て サ ラ 

宗教的のとし 

実存 のもそ のであ 得ないを 現わ し、そ と隔絶 の二様 を湛え る実存 為に実 通じ 限 ら、熟 する決 ルトル 

の 来 る 。 す れ し の っ 生 存 界 も 意 が の 



多
様
性
を
見
得
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
宗
教
的
実
 

存
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
事
を
目
的
と
す
る
我
々
は
 

、
 こ
の
概
念
が
い
か
に
 
東
 

洋
の
思
想
に
適
用
範
囲
を
も
っ
か
を
検
討
せ
れ
ば
な
ら
 

 
 

実
存
の
概
念
が
キ
リ
ス
ト
教
を
根
 
抵
 と
し
て
成
立
し
た
 
よ
 う
 に
、
も
し
こ
の
概
念
が
最
も
容
易
に
適
用
し
得
る
 

宗
 教
 的
立
場
を
仏
教
の
 

中
に
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
 
或
 意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
 
と
 共
通
の
構
造
形
式
を
も
つ
浄
土
教
で
あ
る
と
云
い
得
る
 

。
浄
土
教
の
世
界
に
お
 

け
る
人
間
存
在
は
、
依
然
仏
の
前
に
立
つ
純
粋
な
個
、
 

仏
 に
 対
し
て
一
対
一
の
関
係
に
あ
る
単
独
者
で
あ
る
。
 

そ
 の
 一
念
 
及
至
 十
念
の
称
 

名
 に
答
え
て
誓
願
に
基
づ
く
弥
陀
の
救
い
の
手
が
差
し
 

伸
ば
さ
れ
、
そ
こ
に
一
切
の
自
力
を
捨
離
す
る
完
全
な
 

他
 力
 本
願
が
成
立
し
 
、
然
 

も
 悪
人
成
仏
に
よ
っ
て
道
徳
の
世
界
と
隔
絶
す
る
慈
悲
 

の
 遍
照
す
る
光
明
の
世
界
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
。
 

我
 々
は
今
こ
こ
で
 
は
 充
分
 

触
れ
る
事
を
し
な
い
キ
リ
ス
ト
教
仏
教
の
差
違
に
も
 

拘
 ら
ず
、
実
存
の
概
念
を
浄
土
教
の
場
合
に
も
移
し
て
差
文
 

え
な
い
と
見
る
の
で
あ
 

る
 。
然
し
浄
土
教
の
よ
う
な
場
合
と
違
っ
て
傍
証
を
両
断
 

に
あ
ら
ず
と
し
、
坐
禅
修
行
に
よ
っ
て
悟
り
を
求
め
る
 

禅
 の
よ
う
な
場
合
は
如
 

何
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
自
己
を
依
拠
す
べ
き
超
越
者
 

の
 存
在
は
な
く
て
、
た
だ
あ
る
も
の
は
聖
道
の
先
達
の
み
 

で
あ
る
。
も
と
よ
り
 
阿
 

弥
陀
仏
も
本
来
人
間
界
を
隔
絶
す
る
超
越
者
で
は
な
い
。
 

た
だ
同
じ
人
間
が
覚
者
と
な
る
事
に
よ
っ
て
 

仏
 と
さ
れ
 る
と
も
言
え
よ
う
。
 
然
 

し
 一
度
 
仏
 と
な
れ
ば
西
方
浄
土
に
あ
る
無
量
寿
仏
は
我
々
 

と
は
隔
絶
し
超
越
し
、
我
々
有
漏
の
身
の
有
限
性
が
 

歎
 か
れ
れ
ば
歎
か
れ
る
ほ
 

ど
 益
々
仏
の
無
限
性
は
光
明
輝
く
絶
対
的
存
在
と
な
る
 

の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
キ
リ
ス
ト
教
が
絶
大
絶
対
な
る
 

父
 な
る
神
に
対
し
て
神
の
 

子
 キ
リ
ス
ト
の
現
世
へ
の
出
生
に
よ
っ
て
そ
の
超
絶
性
 

を
 媒
介
す
る
の
と
ほ
逆
の
過
程
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
 

で
あ
る
。
 
妖
し
 禅
の
場
 

 
 

 
 

 
 

祖
師
に
あ
え
ば
祖
師
を
殺
す
こ
と
さ
え
あ
え
て
 

せ
 ね
ぼ
 な
ら
な
い
。
そ
し
て
祖
師
か
ら
の
衣
鉢
の
伝
統
は
あ
っ
て
 

も
 現
実
に
我
と
対
す
る
 

ト
 教
の
神
へ
の
随
順
、
浄
土
教
の
他
力
本
願
を
以
て
ほ
か
 

れ
ば
こ
れ
は
宗
教
の
範
時
に
入
れ
難
く
、
む
し
ろ
西
欧
に
 

類
似
を
求
め
れ
ば
、
 
キ
 

ュ
ニ
 コ
ス
学
派
や
ス
ト
ア
学
派
の
あ
る
も
の
に
近
い
で
あ
 

ろ
 う
 。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
禅
に
お
け
る
完
了
の
 

体
 験
は
正
し
く
単
独
者
の
 C 12 ) 12 



も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
単
独
者
は
ひ
と
え
に
本
来
 0
 面
目
を
求
め
て
究
極
の
無
限
絶
対
の
体
験
に
到
ろ
う
と
 す
る
。
仏
性
と
言
 い
主
 

大
全
 と
 云
い
無
位
の
真
人
と
い
う
も
の
は
か
か
る
人
間
 の
 本
来
 態
 、
可
能
的
実
存
で
あ
る
。
そ
し
て
師
家
 対
 求
道
 者
の
関
係
は
実
存
 と
実
 

存
の
変
わ
り
で
あ
り
語
ら
い
で
あ
り
、
こ
の
赤
裸
々
 な
 る
 人
間
と
人
間
と
の
対
決
に
よ
っ
て
真
実
の
自
己
を
獲
得
 す
る
正
に
道
を
求
め
て
 

0
 戦
い
で
あ
り
、
自
利
す
る
と
共
に
利
他
す
る
菩
薩
道
の
 慈
悲
の
戦
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
 体
 験
は
公
案
が
全
く
非
合
 

理
 的
か
或
は
公
案
が
一
見
合
理
的
な
時
は
答
 え
が
 非
合
 理
 的
で
あ
る
事
に
よ
っ
て
、
尋
常
の
知
性
の
範
囲
を
こ
え
 て
い
る
。
そ
の
故
に
 禅
 

の
 体
験
は
神
秘
的
と
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
な
立
場
 に
 比
せ
ら
れ
る
が
，
然
し
西
欧
の
神
秘
折
口
学
者
の
体
験
 
に
 比
せ
ら
れ
る
べ
き
も
 

の
は
む
し
ろ
真
言
密
教
の
入
我
我
入
の
体
験
で
あ
っ
て
 、
 禅
の
場
合
に
は
神
秘
哲
学
に
見
ら
れ
る
自
ら
を
没
す
る
 対
象
た
る
神
や
仏
の
存
 

在
 が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
無
限
性
 の
 体
験
に
よ
っ
て
求
道
者
は
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
 は
こ
の
場
合
に
も
禅
が
 

宗
教
の
別
形
式
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
人
間
存
在
は
等
 し
く
宗
教
的
実
存
と
よ
 ぷ
 に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
事
を
認
 め
て
よ
い
の
で
は
あ
る
 

ま
い
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
神
あ
る
宗
教
で
は
 な
く
て
 神
 な
き
宗
教
で
あ
る
だ
け
、
禅
の
宗
教
的
実
存
 は
神
な
き
実
存
主
義
や
 

必
ず
し
も
直
接
神
を
前
提
し
な
い
実
存
の
規
定
に
極
め
 て
よ
く
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

然
し
な
が
ら
我
々
は
更
に
我
々
の
視
野
を
拡
げ
て
禅
に
 つ
い
て
語
り
得
た
宗
教
的
実
存
を
老
荘
に
つ
い
て
も
語
る
 事
 が
許
さ
れ
な
い
で
 

あ
ろ
う
か
。
老
荘
の
立
場
が
孔
子
に
始
ま
る
儒
教
の
流
 れ
に
対
し
て
何
程
 か
 現
実
に
疎
く
み
ら
れ
る
の
は
、
 儒
 教
が
 本
来
修
身
済
家
 治
 

国
手
天
下
の
教
と
し
て
道
徳
か
ら
政
治
の
世
界
を
中
心
 と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
老
荘
が
常
に
儒
教
の
説
く
 処
 の
 逆
を
行
っ
て
パ
ラ
ド
 

存
ッ
ク
ス
 を
語
っ
て
道
徳
の
世
界
を
こ
え
た
世
界
を
 目
指
し
て
い
る
事
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
老
子
は
大
 道
廃
 た
れ
て
仁
義
あ
り
智
志
 

案
出
で
て
六
億
あ
り
と
し
、
絶
学
は
無
憂
、
聖
を
絶
 

ち
 智
を
棄
つ
れ
ば
民
の
利
百
倍
と
語
る
。
そ
し
て
道
の
究
 極
 す
る
と
こ
ろ
は
無
為
自
然
 

的
で
あ
り
、
嬰
児
の
未
だ
 弦
 と
な
ら
ず
、
 
乗
 々
と
し
て
 帰
す
る
と
こ
ろ
な
き
が
ご
と
く
と
言
い
、
 文
 無
名
の
僕
 不
 言
 の
 教
 無
為
の
益
と
い
う
の
 

数
 
も
、
 畢
貢
 す
る
に
一
切
の
有
は
無
に
帰
し
、
そ
れ
 に
 基
づ
く
事
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
事
を
い
う
も
の
と
 す
る
事
が
出
来
る
。
或
は
又
 

古
木
 荘

子
が
造
進
遊
の
中
で
北
冥
の
巨
 魚
鱈
 や
臣
 鳥
鵬
 の
 国
 雨
 を
か
た
り
、
大
樹
樗
を
語
る
の
も
同
様
の
意
味
で
あ
ろ
 ぅ
 。
そ
れ
は
天
地
の
正
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に
 乗
っ
て
六
気
の
共
に
御
し
て
無
窮
へ
遊
ぶ
も
の
の
事
 で
あ
り
、
 ヌ
 そ
れ
は
無
何
有
郷
の
広
莫
の
野
に
植
え
て
 人
 は
笏
律
 と
し
て
そ
の
 
側
 

に
あ
っ
て
無
為
で
あ
り
、
造
進
 乎
 と
し
て
そ
の
下
に
寝
 臥
す
る
事
の
出
来
る
も
の
の
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
無
用
の
 用
 が
あ
り
、
己
な
く
 功
 

な
く
 名
 な
き
至
人
と
い
い
神
人
と
い
い
聖
人
と
い
う
 人
 間
 の
あ
り
方
が
意
味
さ
れ
て
あ
る
。
文
音
物
 篇
 に
お
い
て
 
周
は
夢
に
胡
蝶
と
な
っ
 

て
物
 々

 然
 と
し
て
自
ら
 輸
 し
み
志
に
か
な
い
周
で
あ
る
事
 を
 知
ら
な
い
が
、
 
俄
殊
 覚
め
れ
ば
周
で
あ
る
。
胡
蝶
 と
 周
の
分
は
現
世
界
の
物
 

化
で
あ
っ
て
、
 
蝶
 周
一
如
の
境
が
本
来
の
態
で
あ
る
と
 さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
老
荘
の
世
界
が
禅
の
世
界
と
相
通
 ず
る
も
の
を
持
っ
て
 い
 

る
 事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
生
命
の
世
界
で
も
 精
神
の
世
界
で
も
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
あ
る
世
界
で
、
 そ
こ
に
は
超
越
者
た
る
 

神
も
仏
も
な
い
、
た
だ
自
己
自
ら
と
遊
ん
で
物
と
し
て
 凝
滞
す
る
事
の
な
 い
、
 云
わ
ば
自
在
に
主
と
な
る
単
独
者
 が
あ
り
、
然
も
人
は
そ
 

こ
に
あ
っ
て
無
窮
へ
と
連
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
 は
 こ
の
 よ
う
な
人
間
存
在
に
つ
い
て
も
実
存
を
語
る
事
が
出
来
 る
の
で
は
あ
る
ま
い
 

玉
 
カ
 O
 

我
々
は
こ
こ
か
ら
再
び
翻
っ
て
西
欧
の
現
代
の
哲
学
に
上
 ユち
 帰
る
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
最
近
の
「
存
在
の
 思
惟
」
 ぬ
 （
の
の
ぎ
の
 

&
 の
コ
，
 

ォ
 
0
 目
）
と
い
う
立
場
が
禅
や
老
荘
の
世
界
に
極
め
て
近
い
 事
を
思
う
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
「
存
在
 と
 時
間
し
に
お
い
て
実
存
 

哲
学
と
き
れ
乍
ら
、
そ
の
よ
う
に
呼
ぼ
れ
る
事
を
拒
ん
で
 来
た
が
、
後
期
に
お
い
て
ほ
こ
の
よ
う
な
最
初
の
頃
の
立
 場
 、
客
観
的
対
象
に
つ
 

い
て
の
 範
 時
に
対
し
て
人
間
存
在
の
根
本
的
あ
り
方
た
る
 実
存
 範
 時
を
分
析
し
摘
出
す
る
立
場
か
ら
す
ら
次
第
に
 遠
ざ
か
っ
て
存
在
そ
の
 

も
の
に
直
下
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
「
根
拠
 律
 に
っ
 い
て
 L
 の
中
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
何
も
の
も
 

根
 拠
 な
く
し
て
は
な
い
」
と
 

い
う
旧
来
の
立
場
に
対
し
て
、
「
す
べ
て
は
根
拠
な
し
に
 あ
る
」
と
い
う
立
場
を
あ
げ
て
、
何
故
と
い
う
事
な
し
に
 あ
る
存
在
を
語
っ
て
 い
 

る
 。
そ
し
て
ア
ン
 ゲ
 ・
ル
ス
，
シ
レ
ジ
 ウ
ス
 の
「
バ
ラ
は
 
何
 故
 な
し
に
あ
る
。
そ
れ
は
咲
く
が
故
に
咲
く
。
そ
れ
は
 自
ら
に
気
遣
う
事
な
く
 

人
の
見
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
」
と
い
う
詩
を
引
証
し
 て
い
る
。
存
在
は
自
己
自
ら
を
開
示
し
、
我
々
自
身
に
よ
 っ
て
見
ら
れ
る
と
 
否
と
 

に
 拘
ら
ず
既
に
現
わ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
 我
 々

が
そ
の
都
度
の
存
在
者
を
体
験
す
る
と
こ
ろ
で
現
わ
れ
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
し
て
 又
 逆
に
そ
の
よ
う
な
存
在
者
は
た
だ
存
在
の
明
 る
み
の
中
で
の
み
自
ら
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
 者
を
存
在
者
と
し
て
あ
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ら
わ
す
 よ
う
 に
存
在
の
真
理
が
出
来
す
る
事
を
意
味
す
 る
 。
そ
の
立
場
に
立
て
ば
、
「
森
は
た
た
ず
ま
い
、
鉛
の
 水
 は
た
ぎ
り
落
ち
、
 
岩
 

は
 永
ら
え
、
雨
は
滴
す
る
。
野
は
待
ち
、
泉
は
湧
き
、
 風
 ほ
 棲
み
、
恵
み
は
思
 う
 」
の
で
あ
る
。
正
に
柳
 は
緑
、
 花
は
紅
で
あ
り
、
そ
れ
 

こ
そ
「
 質
 僕
な
る
も
の
の
華
麗
 さ
 」
で
あ
る
。
存
在
の
真
 埋
が
 出
来
す
る
と
は
存
在
が
自
ら
を
与
え
る
事
に
よ
っ
 て
 歴
史
的
運
命
に
到
る
 

事
で
あ
る
。
か
か
る
歴
史
的
運
命
は
遊
ぶ
嬰
児
で
あ
る
 と
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
 ギ
リ
シ
ア
の
 
音
 へ
 う
ク
 

レ
イ
ト
ス
が
み
て
と
っ
た
こ
の
世
界
の
永
遠
の
時
の
中
に
 遊
ぶ
嬰
児
を
憶
 い
 お
こ
さ
せ
る
。
何
故
嬰
児
 は
 遊
ぶ
の
 
か
 。
そ
れ
は
遊
ぶ
か
ら
 

遊
ぶ
の
で
あ
る
。
何
故
は
遊
び
の
中
に
沈
み
、
遊
び
は
 何
故
を
欠
く
、
そ
れ
は
た
だ
遊
び
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
 最
 高
の
最
深
の
も
の
で
あ
 

る
 。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
の
よ
，
 ヮ
な
 存
在
思
惟
の
世
界
 は
 何
を
 意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
正
に
こ
の
現
実
の
 世
界
・
存
在
者
の
世
 

界
を
本
来
の
世
界
・
存
在
の
世
界
の
出
来
に
よ
っ
て
 そ
 の
ま
ま
に
「
一
切
は
許
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
明
 る
み
に
も
ち
来
す
事
で
 

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
禅
や
老
荘
の
意
図
す
る
世
界
 に
 体
な
ら
ず
、
そ
の
世
界
に
参
ず
る
事
に
よ
っ
て
一
切
な
 放
下
し
て
和
ら
ぎ
に
 達
 

す
る
世
界
で
あ
る
。
も
し
こ
の
世
界
を
上
乗
禅
や
老
荘
 ほ
 つ
い
て
述
べ
て
来
た
所
に
基
づ
い
て
実
存
の
世
界
、
特
 に
 宗
教
的
実
存
の
世
界
 

と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
最
も
 強
く
拒
む
処
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
そ
こ
に
あ
る
人
間
存
在
 は
 生
命
は
も
と
よ
り
 精
 

紳
一
般
、
特
に
道
徳
的
人
格
と
も
峻
別
さ
れ
、
正
に
存
 在
の
思
惟
主
体
と
し
て
あ
る
が
、
そ
の
思
惟
は
詩
作
で
あ
 り
 、
存
在
を
直
下
に
見
 

る
 事
で
あ
り
、
か
く
し
て
存
在
の
牧
人
と
な
り
、
根
で
 地
 に
即
き
つ
つ
自
ら
を
も
た
げ
ず
に
居
な
い
で
や
が
て
 頴
 気
の
申
で
花
開
き
実
を
 

存
 

結
ぶ
事
の
出
来
る
植
物
の
よ
う
な
存
在
、
た
だ
た
だ
 星
を
目
指
し
て
進
み
、
生
命
の
世
界
に
携
わ
る
と
共
に
 離
れ
、
事
物
に
放
下
し
て
自
在
 

実
 

と
な
る
存
在
、
そ
れ
は
や
は
り
実
存
と
よ
ぶ
 外
な
 
い
 存
在
で
あ
る
。
も
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
旧
来
の
意
味
で
 実
存
主
義
と
よ
ば
れ
る
事
を
 

ぬ
 

拒
む
の
み
で
な
く
、
以
上
我
々
が
拡
大
し
た
意
味
 で

の
実
存
と
の
関
係
さ
え
拒
む
な
ら
、
我
々
は
ハ
イ
デ
ッ
 ガ
 ー
の
存
在
思
惟
の
一
切
が
 

教
 

湛
え
る
深
い
哲
学
的
意
味
に
も
拘
ら
ず
、
単
な
る
 詩

的
感
興
に
基
づ
い
て
思
索
す
る
概
念
 詩
 と
し
て
の
悪
し
 き
意
味
の
形
面
上
半
に
陥
る
 

心
ホ
 虞

 れ
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
 し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
思
惟
の
立
場
は
彼
が
西
欧
の
 伝
統
の
中
に
あ
り
な
が
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四
 

我
々
は
最
後
に
以
上
様
々
な
内
容
を
含
み
な
が
ら
も
 
一
 つ
め
 統
一
概
念
を
示
す
実
存
と
現
実
の
歴
史
的
世
界
と
の
 関
係
に
つ
い
て
述
べ
 

た
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
ば
実
存
は
そ
の
概
念
成
立
の
当
 初
に
お
い
て
歴
史
的
世
界
か
ら
の
断
絶
を
以
て
始
ま
っ
 た
に
も
拘
ら
ず
、
現
在
 

の
 実
存
哲
学
は
又
実
存
の
歴
史
性
を
語
る
に
急
で
あ
る
か
 ら
で
あ
る
。
 

キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 へ
｜
 ゲ
ル
の
世
界
史
的
立
場
を
そ
れ
 が
ど
れ
だ
け
の
事
を
世
界
史
の
進
行
に
寄
与
し
た
か
と
 い
 う
 量
の
点
か
ら
 人
 

を
 量
る
も
の
と
し
て
 拒
け
 実
存
は
あ
く
ま
で
も
人
が
い
 か
ほ
ど
の
倫
理
的
情
熱
に
動
か
さ
れ
て
行
動
し
た
か
の
 質
 の
点
か
ら
見
ら
れ
る
 所
 

に
成
立
し
、
結
果
を
考
慮
せ
ず
に
た
だ
無
条
件
的
要
請
に
 従
っ
て
行
動
す
る
の
が
そ
の
本
領
で
あ
る
と
し
た
事
は
 既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
 

る
 。
然
し
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
世
界
と
断
絶
し
な
が
ら
も
 、
実
存
は
そ
の
実
践
に
お
い
て
歴
史
的
世
界
の
唯
中
に
 な
け
れ
ば
な
ら
な
 

そ
れ
故
に
実
存
 は
 実
に
歴
史
的
世
界
と
切
り
離
し
得
な
い
 と
い
う
事
は
現
代
の
実
存
折
口
学
を
ま
っ
ま
で
も
な
い
の
 
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
 

現
代
の
実
存
哲
学
の
説
く
実
存
の
歴
史
性
は
い
ず
れ
か
 と
丑
口
 
，
 
ヮ
と
 一
回
限
り
の
不
可
代
置
性
、
今
こ
こ
に
あ
る
 此
 の
も
の
と
し
て
の
性
格
 

と
い
う
点
に
強
調
が
お
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
に
は
 
精
 々
が
過
去
を
 ぅ
 け
て
未
来
を
苧
 む
 時
間
性
で
あ
る
場
合
 が
 多
い
の
で
あ
る
 0
 
例
え
 

ば
 ヤ
ス
パ
ー
ス
が
実
存
の
歴
史
的
規
定
性
と
い
，
 
つ
め
竪
 剛
 肴
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 被
投
 性
を
過
去
に
企
 投
 性
を
未
来
に
お
く
現
在
 

と
い
う
時
の
構
造
は
後
者
に
あ
た
る
と
い
え
る
。
然
し
 な
が
ら
歴
史
的
世
界
成
立
の
今
一
つ
の
重
大
な
構
造
契
機
 と
し
て
我
々
は
集
団
性
 

を
 欠
く
事
が
出
来
な
い
。
そ
の
意
味
で
世
界
史
的
 個
を
 説
い
た
 へ
｜
 ゲ
ル
の
洞
察
の
価
値
を
認
め
ぬ
 ぼ
 な
ら
な
い
 の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
 

ガ
 ー
が
民
族
へ
の
関
係
を
も
つ
歴
史
的
運
命
を
と
き
、
 ヤ
 ス
パ
ー
ス
が
現
存
在
と
実
存
の
統
一
に
歴
史
性
を
み
と
 め
 、
サ
ル
ト
ル
が
全
人
 

 
 

類
へ
の
顧
慮
を
口
に
す
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
見
地
の
 あ
る
事
は
確
か
で
あ
る
が
、
然
し
い
ず
れ
の
場
合
も
必
 ら
 ず
し
も
充
分
と
言
え
ぬ
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ら
そ
れ
を
こ
え
て
東
洋
の
禅
や
老
荘
の
世
界
に
通
 う
思
 想
 に
ま
で
 荊
 茨
の
途
を
き
り
開
い
た
こ
と
に
大
い
な
る
 思
 索
の
努
力
を
認
め
る
 

 
 

 
 

時
、
ほ
 じ
め
て
そ
の
価
値
を
充
分
に
認
め
得
ら
れ
る
の
 で
は
 な
い
で
あ
ろ
う
か
。
（
 
6
 ）
 

 
 



宗 教 的 実 存 

釣 れ う る 絶 い ら か る 清 に 事 移 に い で な 史 い 

。 澄 軸 は 行 実 う の い 的 よ 
立て。 場は例珠緒 意に。 即ね そら 、 然 な視 ， " 、 、 し 梓 人 集純現 ぅ 

を な え づ る ち が そ し 世 す 宗 そ は 間 日 粋 実 に 
こ ら ば け も 票 目 れ殉昇 る 教 れ 喪 の 的 な に 思 
え な 前 の の 教 ら は 教か 事 的 と 失 あ 行 個 お わ 
て い 者 関 で 的 と 宗 と ら に 美結 し り 動 の り れ 

  

実 

ど 

を   
で あ 音画 遍で 

る 消 か   
あ 徳 わ 居 、 よ 断 な が る あ て 意 く に 易 と 界 の 歴 
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る
 。
こ
れ
に
反
し
て
後
者
は
宗
教
的
覚
り
の
立
場
か
ら
 し
て
現
実
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
許
す
場
 ム
ロ
 
で
、
直
接
対
決
 す
る
事
な
し
に
現
実
の
 

生
死
の
世
界
を
そ
の
 儀
浬
 穏
の
世
界
と
み
る
事
で
あ
る
。
 こ
の
よ
う
な
境
地
を
現
わ
す
も
の
と
し
て
 蘇
 京
坂
の
 盧
 山
の
煙
雨
湘
江
の
潮
の
 

詩
や
 ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
の
 0
 ロ
が
ぎ
エ
ざ
ず
 e
a
4
0
 

ロ
 ト
尼
ヰ
 
。
 
の
 Ⅱ
何
 
%
 
毛
 @
 
目
 ま
の
 毛
 o
H
 
巨
 と
い
う
「
 ピ
パ
 は
過
ぎ
行
 く
 」
の
詩
を
引
く
ま
で
も
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
す
べ
て
が
許
さ
れ
て
あ
る
」
 世
界
で
あ
る
。
然
し
若
し
宗
教
的
情
熱
の
高
揚
の
瞬
間
 か
ら
一
歩
退
い
て
み
れ
 

ば
 、
現
実
は
依
然
現
実
と
し
て
塵
労
と
汚
辱
の
濁
世
で
 あ
り
、
そ
れ
が
直
ち
に
光
明
の
世
界
で
は
な
い
。
で
は
 以
 上
の
宗
教
的
覚
り
に
よ
 

っ
て
何
事
も
起
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 否
 実
存
の
世
界
 で
は
大
き
な
出
来
事
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
 は
あ
く
ま
で
も
人
問
 存
 

在
 本
来
の
あ
り
方
に
関
す
る
事
で
あ
り
、
然
も
そ
れ
は
 個
の
内
面
性
の
事
で
あ
り
、
自
我
の
本
来
性
の
事
で
あ
る
 。
そ
れ
 放
 そ
れ
に
よ
っ
 

が
っ
た
意
味
を
与
え
、
や
が
て
現
実
に
生
き
る
我
々
の
 

係
は
本
来
は
裏
付
け
の
関
係
に
あ
る
。
然
し
こ
の
よ
 う
 

に
 対
し
て
裏
付
け
の
関
係
と
呼
び
た
い
と
思
 う
 。
 

と
今
 述
べ
た
宗
教
的
実
存
の
現
世
界
に
対
す
る
対
決
の
場
 

て
 現
実
の
歴
史
的
世
界
、
生
命
と
制
度
と
集
団
の
世
界
は
 

然
し
我
々
は
歴
史
的
世
界
は
本
来
生
命
の
世
界
で
あ
り
 @
 

現
存
在
の
行
動
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
 

に
し
て
実
存
に
徹
す
る
時
、
現
世
界
は
お
の
ず
か
ら
別
の
 

直
ち
に
 変
 る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
こ
の
現
実
を
見
る
 

合
 と
は
如
何
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
的
実
存
 

」
れ
に
対
決
し
得
る
も
の
は
道
徳
の
立
場
を
お
い
て
な
い
 

眼
の
相
異
が
現
実
に
ち
 

を
 さ
き
の
対
決
の
関
係
 

眼
で
み
ら
れ
る
と
 共
 

の
 現
世
界
に
対
す
る
 関
 

と
 言
っ
た
。
こ
の
事
 

に
 、
実
存
は
現
世
界
に
対
し
て
こ
の
道
徳
を
こ
え
た
 宗
 教
の
立
場
よ
り
す
る
道
徳
的
な
対
決
に
進
む
の
で
あ
る
。
 す
べ
て
の
人
が
善
悪
に
 

拘
る
事
な
く
許
さ
れ
る
の
は
善
悪
の
基
準
を
以
て
人
を
 裁
く
道
徳
的
立
場
で
は
な
い
。
然
し
そ
の
事
を
以
て
悪
人
 を
 極
刑
を
以
て
裁
く
 事
 

を
悪
し
と
す
る
事
は
、
宗
教
の
立
場
を
再
び
道
徳
の
立
場
 に
 転
換
し
、
宗
教
の
立
場
で
得
ら
れ
た
内
容
を
道
徳
的
 実
践
に
移
す
事
で
あ
る
。
 

さ
き
に
言
 う
 宗
教
的
実
存
の
現
世
界
に
対
す
る
対
決
と
 は
か
く
し
て
道
徳
的
実
践
と
結
合
し
た
宗
教
的
実
存
の
活
 動
 に
外
な
ら
な
い
。
 こ
 

の
よ
う
な
意
味
で
宗
教
的
実
存
は
現
世
界
と
の
関
係
に
お
 い
て
根
本
に
お
い
て
裏
付
け
の
関
係
に
あ
る
と
共
に
 、
 ス
道
徳
的
精
神
を
通
じ
 

て
 対
決
の
関
係
に
移
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
道
 徳
 と
の
 結
 ム
ロ
を
欠
く
時
、
宗
教
は
現
世
へ
の
強
烈
な
実
 
践
的
 意
欲
を
欠
い
て
た
 

(  18  )  18 
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実 存 

だ
 
現
世
界
を
捨
離
し
て
遠
く
こ
れ
と
隔
っ
て
こ
れ
を
 

観
 
望
 
す
る
だ
け
に
終
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
共
に
古
木
 

教
 
的
実
存
は
現
実
性
を
 

失
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
小
示
教
的
実
存
が
一
面
で
 

そ
の
純
粋
性
を
保
っ
た
め
に
道
徳
的
精
神
と
断
絶
し
な
が
 

ら
 
、
他
面
で
歴
史
的
世
 

 
 

 
 

 
 

㏄
下
目
 

由
 
・
 
し
 
&
.
 

ど
 
の
・
）
本
の
（
：
の
・
の
の
・
年
 

9
 
の
り
 

ア
 
の
白
日
㏄
 

-
 
メ
タ
 

す
 
Ⅰ
屈
の
す
㍉
の
㏄
・
 

ぺ
 
・
の
り
 

す
 
Ⅱ
の
 

田
 
め
ご
い
 

笘
 
・
 
り
 
。
Ⅱ
 

@
 
目
 
-
 
の
 
ざ
コ
 

コ
的
 

@
 
コ
 
年
 
@
 
の
 
巾
ず
臣
 

0
 
ひ
 
0
 
㌧
 
オ
ガ
 

Ⅰ
 
笘
 
e
r
 

ヲ
 
円
ヒ
㎡
 

ず
 
0
 
一
 
0
 
の
 
@
 
の
。
の
・
Ⅱ
㏄
 

0
 
。
日
ち
 

0
 
。
Ⅱ
 

り
 
0
 
。
Ⅱ
 

り
ト
 

（
 
2
@
 
 

シ
ェ
リ
ソ
グ
及
び
 

キ
エ
 

ル
 
ケ
 
コ
ー
ル
の
解
釈
に
つ
い
て
 

は
 
拙
著
「
現
代
哲
学
の
系
譜
」
（
創
立
社
刊
Ⅰ
「
近
代
哲
学
 

卑
 
℡
の
崩
壊
と
再
建
し
 

-
 
文
 



し
の
 
づ
オ
 
0
 
い
 ダ
 の
・
 団
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・
 ト
の
 

（
 
7
 ）
 ロ
 の
も
 
の
 ト
円
㌧
 ず
 ㍗
 0
 の
 
0
 ㌧
 田
 P
 ㏄
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 の
・
 0
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丹
下
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e
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の
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 N
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ざ
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㏄
拝
の
 
ル
ペ
田
 

r
e
 Ⅰ
。
 
か
 （
Ⅰ
の
 
辣
田
づ
 ホ
い
 
ロ
 グ
 

や
 ・
㏄
 ト
 
0
 ど
 .
 
。
 白
つ
 
㏄
の
 
曲
 

（
 
8
 ）
拙
稿
「
行
為
、
そ
の
多
様
と
そ
の
道
徳
性
の
多
様
と
に
 
つ
い
て
」
参
照
。
 

（
 
6
 ）
目
の
日
盤
曲
 

参
照
。
 

の
 
r
 し
 e
r
 
 

の
ぃ
守
 

づ
 
。
日
の
（
亡
臣
 

兜
 け
の
Ⅱ
 
1
 
ひ
 
㏄
 お
 g
H
 
山
色
）
（
 

ぎ
 
群
口
 
コ
 
山
口
 
窯
帝
円
 

の
 
口
 
N
 
。
の
り
㏄
 

1
 
い
の
。
 

N
 
の
 
l
 
㏄
 
9
 下
目
 
の
由
 
e
 
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
の
 

す
 
Ⅱ
Ⅰ
口
内
山
 

0
 
㏄
 

り
口
 ダ
の
 ・
 り
の
 
（
：
Ⅰ
の
 

，
 
白
の
 
1
 ひ
 
0
.
 

の
功
臣
・
Ⅱ
中
田
 

@
 の
笘
 
Ⅱ
巨
の
 

@
 
Ⅰ
・
 
ゆ
宙
 
e
e
 
（
）
 
-
n
@
 

（
 
@
 
あ
 片
目
 

@
 @
@
 

（
・
 
H
@
@
.
 

か
の
 
）
の
 
@
u
 

一
 
・
・
 
0
 
ハ
 
o
w
*
 

の
 
@
 
一
一
一
 

@
 （
 
、
，
 

-
n
N
@
 

の
 
（
の
 
コ
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@
 

Ⅱ
 
ハ
 
@
@
 

一
 
@
 
の
 
㌧
 レ
の
ハ
 

w
 
の
 
（
 仁
し
才
仁
ヨ
り
 

目
の
 
ヨ
タ
 

Ⅰ
・
㏄
 
リ
ー
 
㏄
㏄
 

（
 
4
 ）
以
下
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
歴
史
的
世
界
」
（
哲
学
報
 誌
セ
 三
九
号
所
載
Ⅹ
「
歴
史
と
歴
史
を
超
え
る
も
の
」
（
哲
学
 
雑
誌
七
四
九
号
歴
史
の
 

哲
学
所
載
Ⅰ
「
歴
史
的
世
界
と
八
間
存
在
」
（
哲
学
十
三
号
所
載
 
Ⅰ
「
行
為
、
そ
の
多
様
と
そ
の
道
徳
性
の
多
様
に
つ
い
て
」
（
 
お
茶
の
水
女
子
大
 

学
人
文
科
学
紀
要
一
五
巻
 所
畦
 -
 等
参
照
。
 

（
 
5
 ）
 カ
 ・
 0
 （
（
 

0
@
 し
 い
 
の
目
の
ま
㏄
の
。
の
・
 

ト
 
㏄
Ⅱ
 
と
ミ
ぎ
ロ
 の
 
-
 
す
 山
ロ
 
倖
 Ⅱ
ぎ
す
ぎ
 
仁
コ
 
㏄
 ぎ
 缶
石
㌧
 ア
笘
 
0
 の
 
0
 づ
ア
ピ
 
・
㏄
 ひ
の
 
0
@
 
目
色
毎
の
的
 

幅
目
 の
 0
@
 

白
目
コ
 
年
 N
 の
 ざ
，
の
 

ト
 
い
の
い
・
Ⅰ
 

い
 
の
 
で
 の
Ⅱ
㏄
 
し
 @
o
 
内
の
ず
 

ヰ
 
相
の
㏄
持
ヰ
建
ヱ
 

0
 ヰ
 も
の
ト
 
ド
乱
ダ
の
 
・
ト
占
 

o
b
 

一
力
ず
の
う
 

い
 
コ
日
ず
の
Ⅰ
 0
 
口
の
好
 

O
n
o
 

毛
 9
 ま
ギ
 ）
（
の
 

@
 円
 ゴ
の
 0
 （
 
g
a
n
-
Z
a
t
-
0
 

ロ
 ミ
笘
 

人
間
の
自
己
疎
外
に
つ
い
て
は
拙
著
「
近
代
哲
学
原
理
の
崩
壊
 と
 再
建
し
二
六
五
頁
以
下
参
照
。
シ
ョ
ペ
ン
ハ
ウ
ア
 
l
 に
つ
い
 て
も
上
掲
拙
著
を
 

て 2 こ ) 20 



ウ 一 
ジ一 ミル・ソロヴィ ョフ 想

 
敬
忠
 

山
木
 

の
 

    

 
 

ヴ
ィ
 ョ
フ
 
の
思
想
 は
 、
想
起
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
 ，
 
フ
 。
か
れ
の
思
想
は
、
ロ
シ
ア
宗
教
史
上
、
重
要
で
あ
る
 ば
か
り
で
な
く
、
 
霊
性
 
2
 

序
 

説
 

ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ソ
ロ
 ブ
イ
ヨ
フ
 

二
八
五
三
 ｜
 一
九
 0
0
 
）
は
、
十
九
世
紀
後
半
の
ロ
シ
ア
の
優
れ
た
哲
学
者
 、
宗
教
思
想
家
、
詩
 

大
 で
あ
っ
た
。
か
れ
 ば
 、
日
露
戦
争
の
四
年
前
に
 、
四
 十
七
才
の
壮
年
で
病
残
し
た
。
死
の
少
し
前
に
 、
 p
 シ
ア
 は
 「
キ
リ
ス
ト
の
大
願
」
 

（
 
l
l
 

）
 

を
 成
就
し
よ
う
と
つ
と
め
な
い
限
り
、
日
本
に
よ
っ
て
 滅
 さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
た
。
か
れ
は
熱
烈
な
キ
リ
 ス
ト
信
者
で
、
ロ
シ
ア
 

的
な
神
人
の
理
念
を
奉
じ
、
神
人
社
会
の
建
設
を
念
願
 し
た
。
高
雅
な
宗
教
的
人
格
か
ら
出
る
思
想
と
精
神
は
次
 代
 に
影
響
を
あ
た
え
 

（
 
2
 ）
 

た
 。
ラ
ド
ロ
フ
は
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 を
ト
ル
ス
ト
イ
 と
比
 肩
し
て
普
及
さ
れ
る
べ
き
思
想
家
で
あ
っ
た
と
い
つ
た
 。
ソ
ロ
 ブ
 7
 ョ
 フ
 の
 葉
 

績
は
多
方
面
に
お
よ
ん
だ
。
ロ
シ
ア
の
新
口
学
者
フ
ラ
ン
 

ク
は
 、
か
れ
を
哲
学
者
、
神
学
者
、
独
自
な
神
秘
 家
 、
予
 

言
者
、
道
徳
の
師
表
、
 

 
 

政
治
思
想
家
、
詩
人
、
芸
術
批
評
家
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
 。
だ
か
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 の
か
か
る
多
様
性
の
底
に
 、
 古
木
 
教
的
 直
観
と
キ
リ
ス
 

ト
 信
仰
と
が
一
貫
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
か
れ
の
 思
 想
は
 、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
で
唯
物
論
 の
 隆
盛
に
反
対
す
る
 風
 

潮
 が
生
じ
た
と
き
に
、
大
き
な
感
化
を
あ
た
え
た
。
 ま
 た
 、
か
れ
の
神
人
の
理
念
は
、
最
近
物
故
し
た
著
名
な
 ロ
 シ
ア
 の
思
想
家
ベ
ル
ジ
 

ヤ
エ
 フ
に
よ
っ
て
 
、
 大
き
く
 ぅ
 け
つ
が
れ
た
。
精
神
の
光
 が
と
も
す
れ
ば
消
え
よ
う
と
す
る
今
日
、
ロ
シ
ア
的
 霊
 性
の
光
源
で
あ
る
ソ
ロ
 
(  21  ) 

ウ
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ヴ
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 宗
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ら ン 正実 ら 今 ド 論 な で で の 
註 、 輝 

注 き   
ろ 及 

蝿 シ 

と 

す   る 

も 

の 

で 

あ 
  
た し     と 

  
                                                                                                巨皆ぢ わ 

げ 

亡 
命   の 

は 男 の お と ね 、 心 性 意   占   
    示教 

五 と 

五 み 
弓 黄 口       ら 

く シ 畑 び 拝 る も か 十 の と も て   れ 
  ア に つ 宗 。 強   る 大 知 お     五   が 、 

輻 の 憶 き 教 Ⅵ く ぅ 世 る も 真 君   
頁 

ち 
広 聖     、 で シ 現 。 紀 と わ の 干 

参 
な 

の こ れ 平     
照 。   

か 長 れるも 活 やく 人 不スメ p 蒙昧な あると 正教 ア 検討 ロシ ろは る 。 和英 ア 

さ 老 フ 民 者 は の ア 少 と 存 し 正 
れ 達 " 衆 え " と の な こ は て 
た に 

教 

と 淵 ブと ハひ らと れかえ 考 支 豪 いろ 。 がめよ 心み の内 

              ル産西人。 ト共、 ろ う 

t@ 

生 

ス ト義 王 政 " 々 の じ 
"  フ 。 と @@ た Ⅰ 

す ぇ   点 
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クラジーミル・ソロヴィ ョ 

で
は
、
真
の
ロ
シ
ア
宗
教
精
神
は
奈
辺
に
あ
る
か
と
 
ワ
 問
題
に
う
つ
ろ
う
。
而
し
て
、
ソ
ロ
 ガ
 イ
 ョ
フ
 
の
歴
史
 的
 位
置
 ず
 け
を
試
み
 

 
 

よ
う
。
 

 
 

（
 6
 り
 

 
 

ロ
シ
ア
正
教
会
は
、
一
見
、
受
動
的
に
み
え
る
が
、
 

ョ
ハ
 ネ
 神
秘
主
義
に
淵
源
す
る
黙
示
性
を
宿
し
て
い
る
。
 十
 
一
世
紀
中
葉
以
来
、
 

 
 

ロ
シ
ア
教
会
は
、
教
会
分
裂
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
 

ッ
ク
 教
会
か
ら
分
れ
た
。
当
初
の
キ
エ
フ
時
代
の
社
会
 生
活
や
政
治
に
ほ
西
欧
 
2
 

註
 
（
 
4
 ）
「
正
教
神
学
研
究
会
」
二
九
六
三
年
六
月
一
日
）
に
 
お
け
る
、
樋
口
俊
、
大
越
兼
三
、
牛
 丸
 東
夫
 氏
 等
の
討
論
に
よ
 る
 。
 -
 
未
 公
刊
）
 

-
 
二
 リ
 
）
円
仁
ゆ
の
口
の
中
 
0
 Ⅱ
 
ぺ
 
。
 
ド
 Ⅰ
 け
づ
 ず
一
 
-
0
 
㏄
。
で
 

オ
ヒ
 
①
 0
 ず
Ⅱ
 
ホ
 甘
の
コ
口
。
 

の
 
コ
 カ
目
の
の
 

ず
 @
Z
 ず
 0
 下
の
い
の
Ⅱ
 
伍
 ず
の
（
 

b
 
。
）
の
 
註
 。
 つ
つ
 

  

想
 

訳
思
 

、
 

士
可
 

の
 

 
 

な
 認
識
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
ロ
シ
ア
正
教
の
深
い
 精
 神
 、
根
源
的
な
ロ
シ
ア
精
神
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
希
望
 に
あ
ふ
れ
る
新
時
代
の
 

人
々
の
欲
求
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
の
宗
教
哲
学
は
た
し
 か
に
、
同
民
族
の
小
説
や
詩
ほ
ど
に
ほ
人
気
が
な
い
が
、
 民
族
が
偉
大
な
言
葉
を
 

語
る
場
合
は
、
通
常
、
古
木
 教
 的
言
葉
で
語
る
の
で
あ
り
、
 

ロ
シ
ア
宗
教
思
想
こ
そ
、
世
界
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
の
 使
命
の
根
底
に
胚
胎
 す
 

-
5
5
 

）
 

る
 。
」
 

い
っ
て
い
る
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

ポ
ー
ン
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
ロ
シ
ア
 0
 間
 題
は
 、
現
世
代
の
世
界
的
課
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
 ほ
 、
こ
の
偉
大
な
民
 

族
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
 一
 九
一
二
年
に
、
ベ
ル
ジ
 ャ
 エ
フ
が
す
で
に
い
っ
て
い
る
 よ
う
に
、
ロ
シ
ア
 お
よ
 

び
 東
洋
と
西
洋
は
現
世
代
を
ゆ
り
動
か
す
世
界
的
課
題
 で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
し
か
し
、
ロ
シ
ア
の
宗
教
思
想
 ほ
 つ
い
て
非
常
に
皮
相
 

た
 ね
ち
、
 

正
統
派
か
 

最
近
、
 

れ
て
い
る
 

ろ
 う
 。
 な
 十

九
世
紀
よ
り
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
自
由
宗
教
思
想
 家
ノ
已
 卜
ロ
 ブ
 、
ソ
ロ
，
 
ヴ
 4
 ョ
 フ
 、
ベ
ル
ジ
 ャ
 エ
フ
な
ど
 の
 思
想
や
 、
 

ら
ぽ
 、
そ
れ
ほ
ど
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
 聖
 セ
ラ
フ
ィ
 ム
 な
ど
の
精
神
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
輝
い
た
と
お
も
わ
 れ
る
。
 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
東
方
ロ
シ
ア
の
真
相
を
求
 め
て
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
や
べ
ル
 ジ
 ャ
エ
 フ
な
ど
の
研
究
 が
お
こ
な
わ
 

と
 聞
く
。
合
理
性
の
つ
よ
い
か
の
国
に
あ
っ
て
、
よ
う
 や
く
、
 p
 シ
ア
 的
非
 ム
ロ
 
理
 的
な
も
の
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
 た
 結
果
で
あ
 

お
 、
わ
が
国
に
お
い
て
、
現
在
、
一
部
の
ロ
シ
ア
正
教
 研
究
家
が
、
ロ
シ
ア
的
 霊
 性
の
復
活
の
繭
し
が
み
え
は
じ
 め
て
い
る
と
 



船
 に
乗
り
、
能
力
あ
る
船
長
の
誘
導
に
よ
っ
て
そ
こ
へ
 到
ろ
う
と
す
る
。
新
教
で
ほ
、
め
い
め
い
が
個
々
の
船
に
 乗
っ
て
海
を
わ
た
る
。
 

的
 封
建
主
義
の
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
文
化
は
ビ
ザ
ン
チ
 ン
 型
で
あ
っ
た
。
キ
エ
フ
時
代
の
開
花
し
た
文
化
は
 、
タ
 タ
ー
ル
の
ロ
シ
ア
征
服
 

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
教
会
の
精
 神
の
中
に
ビ
ザ
ン
チ
ン
 や
 ギ
リ
シ
ア
の
伝
統
が
 ぅ
け
っ
 が
 れ
た
。
ロ
シ
ア
教
会
の
 

精
神
は
、
最
初
の
聖
人
で
あ
る
ボ
リ
ス
と
グ
レ
ー
ブ
 や
、
 僧
院
で
は
 聖
 テ
オ
ド
シ
ウ
ス
な
ど
の
人
格
に
現
れ
た
。
 

こ
の
精
神
的
傾
向
を
 ケ
 

 
 

ノ
ー
シ
ス
（
卑
下
し
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
自
己
を
辱
し
め
る
 こ
と
、
キ
リ
ス
ト
を
模
倣
す
る
こ
と
で
だ
っ
た
。
他
 人
 に
よ
る
屈
辱
を
甘
受
 

し
、
 世
の
嘩
笑
を
忍
び
、
そ
れ
に
た
い
し
て
挑
戦
し
な
 い
こ
と
で
あ
っ
た
。
僧
院
の
長
老
達
は
、
こ
の
禁
欲
的
 神
 私
的
な
伝
統
を
 ぅ
け
つ
 

ぎ
 、
貧
困
、
沈
黙
に
徹
し
た
。
神
秘
的
精
神
的
な
祈
り
 に
 専
念
し
た
。
ロ
シ
ア
の
深
い
精
神
生
活
を
知
る
上
に
お
 い
て
、
こ
の
祈
り
は
 
重
 

要
 で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
に
な
ぜ
、
 

ケ
 ノ
ー
シ
ス
の
精
神
 や
 、
敬
虔
な
冥
想
的
祈
り
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 ま
 た
 、
そ
れ
に
関
連
が
あ
 

る
と
思
わ
れ
る
が
、
極
端
な
禁
欲
的
現
象
も
み
ら
れ
た
。
 柱
 行
者
 俺
往
 に
住
ん
で
、
苦
行
し
た
 ぺ
 
生
き
な
が
ら
の
 火
 あ
ぶ
り
な
ど
が
お
こ
 

な
わ
れ
た
。
宗
教
者
で
は
な
い
、
無
神
論
者
 ド
プ
 ロ
 リ
 ュ
 ボ
 ブ
 の
よ
う
な
人
も
苦
行
を
な
し
た
。
こ
う
い
う
 傾
 向
は
 、
ロ
シ
ア
の
民
族
 

性
 に
根
ざ
す
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

べ
 ル
 ジ
 ャ
エ
 フ
は
、
ロ
シ
ア
人
は
街
 往
 者
で
あ
り
、
地
上
 に
は
幸
福
を
見
出
さ
な
 

い
と
い
っ
た
。
ま
た
、
 
賎
 し
め
ら
れ
、
辱
し
め
ら
れ
た
も
 の
に
た
い
し
て
限
り
な
い
あ
わ
れ
み
の
念
を
抱
き
、
 

罪
 人
 に
た
い
し
て
異
な
る
 

Ⅰ
 
ロ
け
 

-
 

態
度
を
と
り
、
高
い
地
位
に
立
っ
た
と
き
に
、
人
民
の
 た
め
に
大
地
へ
体
を
投
げ
つ
け
よ
う
と
す
る
衝
動
に
駆
ら
 れ
る
と
い
っ
た
。
い
ず
 

れ
に
せ
よ
、
西
欧
の
ム
ロ
 理
的
 精
神
で
は
理
解
し
難
い
性
 格
が
 、
ロ
シ
ア
人
の
中
に
あ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
お
 そ
ら
く
、
タ
タ
ー
ル
 な
 

ど
の
 異
 民
族
の
圧
迫
、
膨
大
な
国
土
、
農
奴
制
な
ど
に
 
よ
っ
て
、
長
期
間
、
拉
が
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
に
も
 影
 饗
 さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
と
も
か
く
、
か
か
る
民
族
性
か
ら
生
じ
た
、
卑
下
、
 

ア
 宗
教
精
神
の
特
色
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 こ
，
 
つ
 し
て
、
ロ
シ
ア
で
は
義
で
は
な
い
愛
の
キ
リ
ス
ト
教
が
 

終
末
感
、
神
の
国
待
望
、
復
活
の
意
識
、
聖
霊
時
代
へ
 は

ぐ
く
ま
れ
た
。
神
は
 

の
 憧
れ
な
ど
は
、
ロ
シ
 

愛
 を
も
っ
て
人
間
を
抱
き
、
人
問
 は
 無
心
に
神
に
す
が
 っ
た
 。
神
人
の
暖
か
い
関
係
が
生
れ
た
。
ソ
ロ
グ
 イ
ョ
フ
 は
 、
つ
ぎ
 小
 
い
よ
う
に
 

@
@
 

口
 

っ
て
い
る
。
「
完
全
に
自
由
で
内
奥
的
な
神
と
人
間
の
結
 合
 こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
 
向
ぅ
 べ
き
至
上
の
港
で
あ
る
。
 
ほ
 教
で
は
、
人
々
は
 大
 

( 24・ 24 



し
か
る
に
、
正
教
で
は
、
人
々
は
 、
 既
に
港
に
あ
る
と
 思
 ，
ワ
 

」
（
 

9
 0
 
）
正
教
で
は
、
神
と
人
間
と
の
関
係
は
理
く
つ
で
 
は
な
く
、
な
じ
め
か
ら
 

融
合
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
か
か
る
 神
人
の
関
係
か
ら
、
神
と
人
間
の
仲
保
者
で
あ
り
、
神
の
 受
肉
で
あ
る
神
人
キ
リ
 

ス
ト
に
た
い
す
る
り
よ
い
信
仰
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
  
 

 
 

さ
て
、
ホ
ミ
ヤ
コ
ブ
の
「
霊
の
共
同
体
」
、
 フ
ヨ
 ド
ロ
フ
 の
 「
死
者
の
蘇
生
」
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 の
「
万
有
の
神
化
 ・
統
合
（
万
有
一
如
 

払
沖
 
）
」
な
ど
の
思
想
は
、
い
ず
れ
も
如
上
の
神
人
関
係
の
 幅
広
い
発
展
の
様
態
で
あ
っ
た
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
 神
人
の
作
用
は
、
か
れ
 

ら
 自
由
宗
教
思
想
家
運
に
よ
っ
て
 、
 個
々
の
人
間
の
救
 済
か
ら
、
人
類
愛
、
世
界
・
宇
宙
の
変
貌
へ
と
広
が
っ
た
 0
 聖
 セ
ラ
フ
ィ
 ム
 も
 、
 

単
な
る
冥
想
的
な
祈
り
を
越
え
て
、
神
人
キ
リ
ス
ト
の
 祈
り
に
よ
っ
て
 、
 神
と
人
間
と
の
深
い
交
わ
り
を
求
め
 、
神
力
の
賦
与
を
期
待
 

 
 

し
 、
聖
霊
の
恵
み
を
 獲
た
 。
神
秘
的
共
同
体
の
建
設
を
祈
 願
 し
た
。
 

二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
唯
物
論
の
隆
盛
に
た
い
す
る
 反
動
が
勃
興
し
た
。
一
方
に
お
い
て
享
楽
主
義
の
風
潮
 も
生
じ
た
が
ハ
ア
ル
 

ツ
 イ
バ
ー
セ
フ
の
 コ
 サ
ー
ニ
ン
し
な
ど
が
広
く
読
ま
れ
た
Ⅰ
 
真
 の
 ロ
シ
ア
正
教
を
求
め
よ
，
 
つ
 と
す
る
運
動
が
お
こ
っ
た
 。
と
こ
ろ
が
正
教
正
統
 

 
 

 
 

  

潮
岱
 、
 抑
 二
の
時
代
を
福
昔
、
神
と
子
、
ペ
テ
ロ
の
時
代
 

（
当
時
の
ロ
シ
ア
 

-
 
、
第
三
の
時
代
を
、
黙
示
録
、
聖
寵
、
精
神
 

の
時
代
（
ヨ
ハ
ネ
の
 
黍
 穴
一
致
 

 
 

（
 
1
,
 

l
 ）
 

イ
 
の
時
代
）
と
言
っ
た
）
 

ヴ
 

 
 

は
、
聖
 フ
ラ
ン
シ
ス
が
人
気
を
得
た
の
も
当
時
で
あ
っ
 た
 。
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
 達
 

レ
は
 、
な
か
で
も
、
真
の
ロ
シ
ア
宗
教
精
神
を
 、
 ソ
 ロ
 ヴ
ィ
 ヨ
フ
 、
フ
ョ
ド
ロ
フ
お
よ
び
、
ト
ル
ス
ト
イ
 、
ド
 ス
ト
エ
フ
ス
キ
 イ
 な
ど
の
 思
 

 
 

 
 

べ
 
想
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
た
。
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 は
 、
 と
り
わ
け
、
宗
教
的
感
化
を
あ
た
え
た
。
か
れ
の
神
人
 の
 理
念
は
、
ベ
ル
ジ
キ
エ
フ
 

 
 

 
 

た
 、
か
れ
の
ギ
リ
シ
ア
 的
 宇
宙
論
的
概
念
 は
 、
ブ
ル
ガ
 コ
フ
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
 イ
、
 

 
 
 
 

ウ
 

フ
ラ
ン
ク
な
ど
に
よ
つ
て
継
承
さ
れ
た
。
 
-
 
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
 フ
の
 ソ
フ
ィ
ア
諭
は
、
フ
ル
 
ガ
 コ
フ
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
 
イ
ヘ
、
 万
有
一
如
 諭
は
、
 p
 ス
キ
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ウラジーミル ，ソロヴィ ョ 

  

フの 宗教思想。 

（
・
 

l
 ）
 

わ
れ
て
い
る
。
 

ス
コ
ヴ
 
オ
ロ
 
ダ
 は
 、
 p
 モ
ノ
 i
 ソ
フ
と
な
ら
ん
で
、
近
代
ロ
シ
 

ア
 哲
学
の
先
拙
者
と
い
わ
れ
た
。
生
涯
、
 

笛
と
 聖
書
と
を
入
れ
 
た
袋
と
 
、
一
本
の
杖
 

だ
け
を
た
ず
さ
え
て
、
 

き
 す
ら
い
を
つ
づ
け
た
 

0
 放
 Ⅲ
の
哲
学
 
者
、
詩
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
 

-
 
人
間
の
幸
福
は
 
、
 宮
や
 名
 声
 に
は
存
在
し
な
い
。
 

た
 だ
 、
 人
 川
の
精
神
だ
け
が
ギ
福
の
鍵
で
あ
り
、
幸
福
は
 

、
わ
 れ
わ
れ
 
自
ヰ
 に
住
存
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
幸
福
は
、
内
的
平
和
 

、
 垂
 魂
の
歓
喜
と
満
足
 

と
に
あ
乃
か
ら
で
あ
る
。
 

人
 Ⅲ
が
自
己
の
木
質
を
認
識
し
て
、
 

自
己
の
生
活
 
士
 仲
の
意
志
に
随
順
せ
し
め
る
と
き
に
、
は
じ
め
 

て
、
 
神
の
国
は
、
わ
れ
 

（
 
2
@
 

し
 

わ
れ
の
中
に
入
り
、
 

亜
軌
 の
 軟
 喜
を
得
る
」
と
主
張
し
た
。
 

ソ
ロ
 ヴ
 ・
 
ィ
ョ
フ
は
 
、
こ
う
し
た
家
柄
に
ふ
さ
わ
し
い
敬
虔
 

で
 厳
格
な
、
し
か
も
、
愛
情
豊
か
な
家
庭
環
境
の
中
で
 

、
 恵
ま
れ
た
幼
年
時
 

代
 を
お
く
っ
た
。
な
お
、
九
才
の
頃
か
ら
、
独
特
な
 

神
 秘
 体
験
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
十
四
才
の
頃
に
 

、
 ぎ
時
、
若
い
世
代
に
人
 

気
が
あ
っ
た
ド
イ
ツ
唯
物
論
の
影
響
を
 

ぅ
 け
た
。
 ビ
ュ
 ヒ
ナ
 ー
の
 ロ
カ
と
 
材
料
」
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
 
門
 イ
ェ
ス
 
伍
 し
な
ど
を
読
ん
で
、
 

 
 

 
 

 
 

棄
て
て
信
仰
を
と
り
戻
し
た
。
大
学
生
時
代
の
後
半
に
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
た
い
し
て
強
く
共
鳴
し
 

、
ま
 た
 、
哲
学
や
文
学
の
研
 

究
 に
没
頭
し
た
。
カ
ン
ト
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
、
 

シ
 ヱ
 リ
ン
グ
、
 へ
｜
 ゲ
ル
な
ど
の
ド
イ
ツ
哲
学
や
 
、
 ス
 エ
 ｜
テ
 ン
ボ
ル
 グ
、
べ
｜
 

メ
 、
バ
ー
デ
ル
な
ど
の
神
秘
主
義
に
傾
倒
し
た
。
プ
ラ
 

ト
ン
の
翻
訳
も
お
こ
な
っ
た
。
大
学
を
卒
業
し
た
翌
年
 

に
 、
「
西
欧
哲
学
の
危
 

機
 し
を
書
い
た
が
、
弱
冠
二
十
一
才
で
、
そ
の
博
識
と
 

深
い
信
仰
と
に
よ
っ
て
、
一
躍
有
名
に
な
っ
た
。
早
熟
の
 

天
才
で
あ
っ
た
と
い
え
 

よ
 う
 。
な
お
、
 彬
観
 論
の
研
究
に
も
 
う
 ち
こ
ん
だ
。
 
翌
 年
 、
英
国
へ
留
学
中
、
神
秘
体
験
か
ら
霊
感
を
得
て
 

、
 「
 
三
つ
の
 遊
追
 」
と
い
，
 
ワ
 

詩
を
書
い
た
。
一
八
七
六
年
に
帰
国
し
て
、
ペ
テ
ル
プ
 

ル
ク
大
学
で
神
人
論
の
講
議
を
担
当
し
て
、
非
常
な
人
気
 

を
 博
し
た
。
こ
の
講
義
 

に
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
 

イ
 も
出
席
し
た
 
。
当
時
、
か
れ
の
宗
教
思
想
 
は
 、
内
容
的
に
み
て
、
 
も
 つ
 と
も
充
実
し
て
い
た
 

と
い
え
よ
 う
 。
や
が
て
、
キ
リ
ス
ト
教
普
遍
主
義
や
 
ユ
 ダ
 ヤ
 教
な
ど
に
も
関
心
を
も
ち
始
め
た
。
一
八
八
 

0
 年
に
 は
 、
学
位
論
文
「
抽
象
 27 ( 笏 ) 
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一
 

ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 の
思
想
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
 

か
 れ
は
、
ロ
シ
ア
に
は
 稀
 し
い
体
系
的
、
ム
ロ
 理
 的
な
哲
学
 者
と
し
て
、
西
欧
に
 

お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
か
れ
の
新
口
学
の
 

根
 底
に
 、
信
仰
と
直
観
の
 力
 が
働
い
て
い
た
点
に
注
目
し
よ
 ぅ
 。
ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 の
 

認
識
論
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
か
れ
は
、
㍉
抽
象
的
 原
 理
 批
判
 ヒ
 の
中
で
、
合
理
論
の
抽
象
的
知
識
と
経
験
論
の
 経
験
的
知
識
と
を
批
判
 

し
て
、
こ
れ
ら
各
々
 は
 、
相
対
的
な
真
理
で
は
あ
る
が
、
 

同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
不
十
分
で
あ
る
所
以
を
論
じ
た
。
 か
れ
 ば
 、
経
験
論
と
合
 

理
論
と
を
一
層
高
い
見
地
の
も
と
に
綜
合
し
よ
う
と
 試
 み
た
。
そ
の
一
層
高
い
も
の
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
信
仰
で
 あ
っ
た
。
信
仰
を
決
し
 

ハ
 
1
 ）
 

て
知
識
に
矛
盾
す
る
も
の
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
。
「
も
 し
、
 神
に
し
て
叡
知
な
ら
ん
に
 は
、
 真
の
哲
学
者
は
神
 を
 愛
す
る
も
の
な
り
」
 

と
い
っ
た
が
、
認
識
の
根
底
に
 、
 生
け
る
神
の
信
仰
が
 あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
経
験
的
知
 識
は
信
仰
に
矛
盾
せ
ず
、
宗
教
は
科
学
と
調
和
き
れ
る
こ
と
を
 確
信
せ
し
め
た
。
 し
 

か
し
、
カ
ン
ト
の
哲
学
は
 、
 神
に
た
い
す
る
探
究
を
正
当
化
し
 た
が
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 を
満
足
き
せ
な
か
っ
た
 0
 カ
ン
ト
の
神
 は
、
 生
け
る
キ
リ
ス
ト
 

教
の
神
で
は
な
く
て
、
単
な
る
実
践
理
性
の
基
礎
条
件
に
す
ぎ
 な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
方
が
 、
ソ
 ロ
 ブ
イ
ョ
フ
 に
た
い
し
 

説
は
 、
漸
次
、
実
行
が
不
可
能
な
こ
と
が
会
っ
て
き
た
。
 

十
八
 

@
 
し
 
。
 

的
 原
理
批
判
 ヒ
を
著
 わ
し
た
。
翌
年
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
 

し
て
、
死
刑
の
廃
止
を
唱
え
た
た
め
に
大
学
の
教
職
か
ら
 

つ
い
に
、
悲
劇
的
な
円
反
キ
リ
ス
ト
物
語
 ヒ
を
 書
く
に
 ル

 二
世
暗
殺
事
件
が
あ
っ
た
が
、
か
れ
は
、
「
犯
人
は
許
 

到
っ
た
。
一
九
 0
0
 年
に
 、
 病
を
得
て
、
親
友
ト
ル
 ベ
 

追
放
さ
れ
た
。
そ
の
頃
か
ら
独
自
の
神
政
論
に
没
頭
し
 

ま
た
、
以
前
か
ら
主
張
し
て
き
た
神
人
社
会
実
現
の
希
 望
も
空
し
く
思
わ
れ
、
 

さ
る
べ
き
だ
」
と
主
張
 

た
 。
し
か
し
、
そ
の
 所
 

ツ
コ
イ
の
家
で
急
死
し
 

註
 （
 
1
 ）
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ウラジーミル・ソロ ブイョフ の宗教思想、 

遣 れ す グ さ ね 

た て 、 じ 口 な   
設 内 な に ィ に リ 

  
と か ゴ 論 宗     

め て 、 い 想、 ス よ 想、 

お 

、 森 

統 切 系 接 
か な 三 論 徹 り 

か わ 位 を 
る ち 一 中 し 

神 ソ 体 J む た Ⅰ 

八 フ の に     
リ ア を 青竹 め が   ，、 巴   ムロと 宗教れた ・こ ょ ハ ソロ 和 グ で示さ 

想、   ィ れ 館 あっ スを ト説 奏 じて し キリ 々）   ヴ ョ た と 

を い た み 方   フ 。 を 
が   
本     の哲 領で   、 ら   

こ て 神 教 れ 性 あ 学   と @ 萎 る 観 の 
  @ へ 分 つ 

@ こ 神 お た し @ ま l が て 

よ は け と 

  づ キ る 
て リ 統 照者 それゆ 階層、 ソロ 、え 
" ス "- よ 

神 ト す   信仰 

  外方 祀 ｜ 、 、 ，ヮん 
大 に る か   

ワ 。 
と ン 離 か 
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て
 、
一
層
大
き
い
慰
め
を
あ
た
え
た
 

0
 か
れ
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ソ
 

ハ
ウ
エ
ル
の
哲
学
の
中
に
、
人
生
に
つ
い
て
の
 

宗
故
酌
埋
解
を
 
（
 
2
 ）
 



 
 

さ
て
、
神
的
原
理
は
漸
次
、
人
間
に
接
触
し
て
い
っ
た
 。
原
始
宗
教
に
お
い
 

て
は
、
神
的
原
理
は
自
然
と
混
同
さ
れ
て
い
た
。
仏
教
に
 お
い
て
、
こ
の
両
者
が
対
立
せ
し
め
ら
れ
、
自
然
界
の
 否
定
に
よ
っ
て
、
神
的
 

（
 
し
 
5
 ）
 

原
理
は
消
極
的
に
認
め
ら
れ
た
。
プ
ラ
ト
ン
 は
 神
駒
 原
 理
は
自
然
界
で
は
な
く
、
観
念
 界
 に
あ
る
べ
き
だ
と
い
 ホ
 

す
 な
 む
 ち
、
プ
ラ
 

ト
ン
 は
 観
念
 界
 を
た
て
、
観
念
は
一
切
無
常
の
根
底
に
 
あ
っ
て
、
神
的
原
理
の
内
容
を
な
し
、
永
劫
不
変
な
一
 
切
を
構
成
す
る
と
い
っ
 

た
 。
だ
が
、
そ
れ
ほ
思
弁
的
静
的
で
あ
っ
た
。
実
際
に
神
 的
 原
理
が
人
間
に
対
時
し
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
っ
 た
が
、
そ
れ
は
峻
厳
な
 

律
法
の
宗
教
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
神
人
的
 新
約
 は
 愛
の
内
法
に
基
づ
く
。
そ
の
新
し
い
契
約
こ
そ
、
 全
人
類
を
復
興
す
る
 世
 

（
 
7
 ）
 

界
的
 約
束
で
あ
っ
た
。
（
 

8
 ）
 

l
 ｜
 三
位
一
体
の
神
観
念
は
 、
キ
 リ
ス
ト
 教
 以
前
の
宗
教
思
想
に
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
 

、
 キ
リ
ス
ト
教
思
想
上
の
 

教
説
 で
あ
る
。
そ
れ
は
自
存
者
と
し
て
の
神
、
自
己
 自
 身
 と
ほ
 別
 な
も
の
と
し
て
発
現
す
る
 神
 、
お
よ
び
一
切
の
 中
に
自
己
を
実
現
し
、
 

他
在
に
お
い
て
自
己
を
見
る
神
の
三
者
を
た
て
た
。
 要
 す
る
に
、
（
愛
の
）
神
は
、
自
己
の
内
容
、
す
な
 ね
 ち
、
 
一
切
を
実
現
し
つ
つ
 
自
 

 
 

己
を
実
現
す
る
。
そ
れ
で
ほ
、
生
命
お
よ
び
真
理
と
し
 て
の
 キ
リ
ス
ト
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
一
切
、
 

或
 は
 自
己
の
内
容
を
実
現
 

 
 

す
る
神
は
有
機
体
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
 "
 
一
般
に
有
 機
体
 は
 、
自
己
の
中
の
多
く
の
要
素
を
統
一
す
る
原
理
と
 、
他
方
、
こ
の
原
理
に
 

よ
っ
て
統
一
さ
れ
出
来
上
っ
た
要
素
と
が
あ
る
。
神
駒
 有
 機
体
の
場
ム
ロ
、
前
者
の
働
き
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
後
者
 

、
す
な
 ね
 ち
、
実
現
さ
 

 
 

れ
た
統
一
は
ソ
フ
ィ
ア
で
あ
る
。
さ
て
、
神
の
実
 現
は
 キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
 

n
 ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 は
、
世
界
魂
 な
 神
と
人
間
の
媒
介
と
し
て
 

お
く
。
す
な
 ね
 ち
、
世
界
魂
は
神
の
ロ
ゴ
ス
を
感
受
し
て
、
聖
霊
 
が
 一
切
の
中
に
完
刊
す
る
 旺
升
 と
な
る
。
神
は
世
界
魂
を
通
じ
 て
一
切
の
被
造
物
の
申
 

（
 
り
る
 

l
l
 

）
 

活
動
力
、
ま
た
は
聖
霊
と
し
て
発
現
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 
発
 現
は
人
を
子
柄
 巴
 9
 る
 。
別
言
す
れ
 ば
、
 神
の
ロ
ゴ
ス
は
化
身
し
 て
 キ
リ
ス
ト
な
る
人
格
と
 

 
 

な
る
ぜ
神
の
権
化
、
神
的
実
体
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
お
 
い
て
も
、
創
造
的
自
発
的
統
一
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
 
神
、
 被
造
的
 派
生
的
統
一
 
は
 

  

に 知 
墓 的前 
づ な 述 

い 点 し 

  
そ 厚 う 

の で に 

神 あ       
よ プ ヴ   

び ラ イ 

「 神シ トョ フ 

人 智 は 
の 学   

理 や キ 
念 ギ リ 

」 リ ス 

き 、 ン ト 

要 ア 教 
約 数 の 

し て哲説 文教 
み 学 で 
よ の @ 
ぅ 影 な 

。 響 く   
強 キ   
っ ス 
た ト 

と そ 
居、 の 

わ ら 

ね め 

る を 

。 重 
主税 
と し 

し た 
てがミ 

か か 
れ れ 
の の 
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ウラジーミル・ソロヴィ ョフ の宗教思想、 

ヤ
エ
 フ
は
、
「
神
人
キ
リ
ス
ト
を
介
し
て
、
本
来
、
自
由
 は
 神
と
人
間
が
相
互
に
ふ
れ
あ
 ぅ
 と
き
、
全
人
類
の
精
 神
は
覚
醒
 し
 、
人
間
は
 

対
象
化
の
状
況
を
脱
却
し
、
瞬
時
に
し
て
神
の
国
が
 啓
 

 
 

、
人
間
解
放
の
た
め
の
 

闘
争
の
み
 昌
 壱
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
ソ
ロ
 

ダ
 イ
 ヨ
 フ
の
 思
想
は
、
む
し
ろ
、
 
静
諦
で
 受
動
的
な
ギ
リ
シ
ア
 的
 宇
宙
論
的
傾
向
を
お
び
 

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ソ
ロ
 グ
イ
ョ
フ
 
に
お
い
て
は
、
 
べ
 ル
ジ
ャ
 
エ
 フ
の
よ
う
な
確
た
る
「
人
間
」
 

ほ
 存
在
し
な
 か
っ
た
。
む
し
ろ
、
 
人
 

格
が
 、
宇
宙
の
中
に
解
消
す
る
と
い
う
趣
き
が
あ
っ
た
。
 ポ
ー
ン
も
 、
 「
ベ
ル
ジ
 ャ
エ
 フ
は
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 の
 よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
主
義
 

（
 
9
 
丁
 ）
 

者
で
は
な
い
。
か
れ
は
つ
ね
に
、
概
念
的
な
思
想
よ
り
 も
 、
生
命
の
至
高
性
を
尊
重
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
 ソ
 口
 ヴ
ィ
 ョ
フ
 と
べ
 ル
ジ
 

ヤ
エ
 フ
の
こ
の
相
違
は
、
思
想
形
成
の
要
因
で
あ
る
 両
 者
の
人
格
に
基
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
 ソ
 口
 ヴ
ィ
 ョ
フ
 が
、
ロ
シ
 

は
 、
神
人
社
会
の
実
現
、
神
の
国
の
出
現
は
、
よ
り
 能
 動
的
に
す
す
め
ら
れ
た
。
か
れ
は
、
人
間
の
創
造
的
働
き
 を
 重
視
し
た
。
ベ
ル
ジ
 

の
 意
図
は
よ
か
っ
た
が
、
能
動
性
が
欠
け
て
い
た
。
そ
れ
 は
 、
神
人
社
会
の
実
現
を
受
動
的
に
待
つ
も
の
で
あ
っ
 た
 。
神
性
の
必
然
の
作
 

（
 
り
 
@
 
）
 

用
を
期
待
し
す
ぎ
た
。
人
間
の
自
由
に
基
づ
く
迫
力
が
 な
か
っ
た
た
め
に
、
つ
い
に
不
成
功
に
お
わ
っ
た
。
」
 

べ
 ル
ジ
ャ
 エ
 フ
に
お
い
て
 

実
現
さ
れ
た
の
ち
に
、
爾
後
、
社
会
的
に
実
現
さ
れ
な
 け
れ
ば
な
ら
な
い
 

ス
ト
を
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
人
社
会
が
実
現
す
る
 。
神
人
社
会
に
 

会
は
教
会
の
体
、
教
会
は
社
会
の
霊
と
な
ら
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
 0
 真
の
 

後
者
の
受
動
力
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
 
ハ
 
5
 
1
 
 

）
。
 

以
上
が
 

か
れ
の
「
神
人
の
 

い
て
、
神
人
社
会
の
成
就
こ
そ
、
歴
史
に
お
け
る
窮
極
の
 目
標
と
な
っ
た
 

叡
知
を
被
造
物
の
諸
形
態
の
中
に
具
体
化
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
、
世
界
を
 

だ
が
、
晩
年
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 は
、
神
人
社
会
の
実
現
 が
 困
難
な
こ
と
 

た
 。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ソ
ロ
 ブ
イ
ョ
フ
 の
神
人
の
理
念
 を
ぅ
け
つ
い
だ
 。

す
な
 む
 ち
、
人
類
が
、
キ
リ
ス
ト
の
本
質
を
同
化
し
、
 

混
沌
よ
り
救
 う
 べ
き
メ
シ
ア
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
 

6
-
1
 

。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
世
界
を
神
と
結
合
し
、
 

理
念
」
の
大
要
で
あ
る
が
、
か
く
し
て
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
 

神
人
社
会
は
 、
 神
と
人
間
の
自
由
な
調
和
、
前
者
の
能
 

を
 悟
っ
て
絶
望
し
た
。
神
人
性
の
根
本
理
念
を
信
じ
な
 

お
い
て
は
、
万
物
、
み
な
、
調
和
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
 

ベ
ル
ジ
 ャ
エ
 フ
は
言
っ
て
い
る
。
「
ソ
ロ
グ
 ィ
ョ
フ
 の
神
 

動
力
と
 

く
な
っ
 

る
 。
 社
 

フ
 に
お
 

杏
 遇
の
 

人
詮
 

キ
リ
 

  

ハ
 
4
 
l
 ）
 

ソ
フ
ィ
ア
、
す
な
 む
 ち
、
人
類
の
本
原
、
ま
た
は
、
理
想
 的
 典
型
的
人
間
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
神
人
性
は
 、
キ
 リ
ス
ト
の
姿
に
お
い
て
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に
よ
づ
て
 生
じ
た
一
切
の
も
の
の
体
質
に
お
い
て
示
さ
れ
 、
や
は
り
、
ソ
フ
ィ
ア
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
た
。
ソ
フ
 ノ
 ア
は
キ
リ
ス
ト
の
中
 

ア
の
 伝
統
的
な
神
人
の
理
念
を
大
き
く
と
り
あ
げ
た
点
は
 、
 何
と
い
っ
て
も
偉
大
で
あ
っ
た
 と
 

註
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。
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Ⅱ
 
コ
 （
 
r
o
 
あ
仁
 
。
 
ゴ
 。
 臣
 

ソ
フ
ィ
ア
 

ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 
の
神
智
論
は
ま
ず
、
神
人
論
に
関
連
す
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
か
れ
に
お
い
て
、
 

機
体
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
統
一
で
あ
り
、
神
的
統
一
 原
理
を
以
て
貫
か
れ
た
神
の
体
で
あ
っ
 

に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
と
は
ロ
ゴ
ス
に
ほ
か
 な
ら
ず
、
一
切
の
綜
ム
ロ
を
求
め
よ
う
と
 

思
想
 ヒ
 一
八
九
頁
、
参
照
。
 

ソ
フ
ィ
ア
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
的
 有
 

た
 。
ま
た
、
神
の
化
身
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
 

す
る
働
き
で
あ
り
、
人
性
は
神
性
の
働
き
 

い
え
よ
う
。
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後
者
の
独
自
性
は
、
か
れ
の
神
秘
体
験
に
基
因
す
る
と
 考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
 ，
ヮ
 
 
 

3
3
 

ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 
は
九
才
の
頃
、
あ
る
日
曜
日
の
こ
 と
 、
教
会
で
聖
歌
を
歌
っ
て
い
る
と
、
突
然
、
周
囲
が
 、
 す
っ
か
り
蒼
色
に
な
 

に
 久
遠
に
含
有
さ
れ
て
い
る
完
全
な
理
想
的
人
類
で
あ
っ
 た
と
い
え
よ
 
う
 。
な
お
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 は
、
青
年
時
 
ソ
フ
ィ
ア
の
研
究
に
 

没
頭
し
、
旧
約
、
外
典
書
、
ソ
ロ
モ
ン
の
厳
旨
、
教
 
父
 哲
学
な
ど
を
研
究
し
た
。
そ
の
結
果
、
ソ
フ
ィ
ア
 は
キ
 リ
ス
ト
 教
 以
前
に
も
あ
 

 
 

り
 、
旧
約
に
お
け
る
ソ
フ
ィ
ア
 は
 神
が
宇
宙
創
造
の
際
、
 

そ
の
眼
前
に
か
か
げ
た
観
念
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
。
 ま
 た
 、
か
れ
は
、
 
べ
｜
メ
 

の
 ソ
フ
ィ
ア
論
を
高
く
 
評
価
し
た
。
 

-
 

n
 ベ
ル
ジ
ャ
ス
 フ
 に
 よ
れ
ば
、
 べ
｜
メ
の
 ソ
フ
ィ
ア
は
永
遠
の
処
な
浬
で
あ
り
、
 ソ
 ロ
 バ
ワ
イ
ョ
フ
 
の
ソ
フ
ィ
ア
 

は
 永
遠
の
女
性
で
あ
っ
た
り
 

だ
が
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 に
お
い
て
、
ソ
フ
ィ
ア
は
理
念
 と
し
て
よ
り
も
、
独
自
の
詩
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
 点
 に
注
目
す
べ
き
で
 

あ
ろ
う
。
か
れ
の
ソ
フ
ィ
ア
は
 、
 詩
の
中
で
、
か
れ
の
 心
 に
映
じ
た
美
し
き
宇
宙
の
肌
と
も
い
 う
 べ
き
も
の
と
し
 て
 示
さ
れ
た
。
そ
の
 背
 

後
に
は
 
エ
 ロ
ー
ス
的
、
 胱
惚
的
 要
素
が
感
受
さ
れ
る
。
 
し
 た
が
っ
て
、
ソ
フ
ィ
ア
 は
 、
か
れ
の
愛
に
も
深
く
関
連
 し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
 

る
 。
ソ
ロ
 ブ
イ
ョ
フ
 
の
愛
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
 と
し
て
は
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 ベ
ル
ジ
 ャ
エ
 フ
は
 、
こ
 

の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
愛
に
つ
い
て
 
0
 間
頭
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
恋
愛
に
つ
い
 て
 語
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
 

ト
の
 権
威
を
弱
め
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
 こ
の
点
で
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
史
上
 で
、
 ほ
 じ
め
て
、
エ
口
 

（
 
巾
乙
 

）
 

｜
ス
を
 導
入
し
、
男
女
間
の
愛
の
家
庭
的
意
味
の
み
で
 な
く
、
人
格
的
意
味
を
真
に
認
め
た
思
想
家
で
あ
っ
た
 」
と
高
く
評
価
し
て
い
 

る
 0
 
ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 の
愛
に
つ
い
て
ほ
、
「
愛
の
意
味
 」
と
い
う
す
ぐ
れ
た
論
文
が
あ
る
が
、
主
知
的
で
あ
っ
 
た
 。
や
は
り
、
詩
の
申
 

で
、
ソ
フ
ィ
ア
と
関
連
し
て
、
よ
り
よ
く
示
さ
れ
て
い
た
 と
お
も
わ
れ
る
。
 

一
般
に
 、
ソ
，
 ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 の
宗
教
思
想
の
内
、
最
も
重
要
 な
の
は
神
人
論
で
あ
る
と
い
う
説
と
神
智
論
で
あ
る
と
 い
う
説
と
二
通
り
あ
 

（
。
。
）
 

@
z
 

る
が
、
ど
ち
ら
も
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
れ
の
 神
人
論
は
、
ロ
シ
ア
宗
教
思
想
史
上
、
大
き
な
意
義
を
 も
つ
。
一
方
、
神
智
論
 

ほ
 、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 自
身
の
人
格
の
秘
儀
に
関
係
す
る
 も
の
で
あ
り
、
両
者
の
重
要
性
の
比
重
を
云
々
す
る
必
要
 は
な
か
ろ
う
。
さ
て
、
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ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
み
た
永
遠
の
女
性
を
 詩
の
中
で
う
た
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
は
、
そ
の
一
部
で
あ
る
  
 

わ
た
し
は
目
に
見
え
る
惑
わ
し
の
世
を
信
ぜ
ず
に
 

そ
の
粗
野
な
物
質
の
殻
の
下
に
 

む
ら
さ
き
輝
く
不
滅
の
裳
を
覚
え
 

薄
暮
の
中
に
天
与
の
光
を
認
め
た
 

（
 
。
 
穴
 
こ
 
2
e
 

レ
 
o
 

っ
た
 
。
心
眼
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
に
永
遠
の
女
性
を
み
た
 

。
彼
女
ほ
手
に
花
を
持
ち
、
か
れ
の
前
で
、
や
さ
し
く
 

ほ
ほ
え
み
な
が
ら
 

う
 
な
 

ず
き
、
や
が
て
、
霧
の
中
に
消
え
た
。
か
れ
の
魂
は
 

、
 
そ
の
時
、
あ
ら
ゆ
る
現
世
の
事
物
に
た
い
し
て
盲
目
と
な
 

っ
た
 
。
爾
来
、
心
の
中
 

ソ
フ
ィ
ア
 

で
、
永
遠
の
女
性
へ
の
献
身
は
年
と
と
も
に
生
長
し
た
。
 

か
れ
は
、
永
遠
の
女
性
を
聖
典
の
神
智
と
同
一
視
し
た
 

。
 
ム
 
「
 
や
 
、
ソ
フ
ィ
ア
の
 

問
題
に
没
頭
し
た
。
大
英
博
物
館
で
ソ
フ
ィ
ア
論
の
研
 

究
 
に
従
事
し
て
い
た
と
き
、
数
回
に
わ
た
っ
て
、
彼
女
の
 

出
現
を
予
感
し
た
。
 

子
 

供
の
頃
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
彼
女
に
会
い
た
い
と
 

願
 っ
た
 
。
あ
る
時
、
突
然
、
周
囲
が
空
色
に
お
お
わ
れ
、
 

ソ
 
フ
ィ
ア
が
目
の
前
で
光
 

り
 
輝
い
た
。
別
の
機
会
に
、
あ
る
隠
者
に
彼
女
に
会
う
 

方
法
を
た
ず
ね
た
。
隠
者
は
、
エ
ジ
プ
ト
 

ヘ
 
行
け
と
い
っ
 

た
 
。
か
れ
 

ば
 
、
カ
イ
ロ
 

 
 

 
 

ィ
ョ
フ
 

」
そ
れ
 
す
す
 
。
わ
が
 
づ
い
て
 
霊
の
名
 

ん
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ウラジーミル ，ソロ ブイョフ 想
 

 
 

教
思
 

 
 

票
 

の
 

さ
ら
に
清
く
、
力
強
く
、
 

命
 溢
れ
る
 
完
き
 
姿
で
 

保
た
れ
る
（
 

舛
 
）
 

さ
 

わ
た
し
は
宇
宙
を
見
、
宇
宙
の
一
如
を
悟
っ
た
 

そ
は
 優
美
の
女
性
、
凡
そ
知
り
う
る
唯
一
の
 像
 

そ
の
手
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
不
可
測
の
富
が
 

わ
が
前
、
わ
が
内
に
変
ら
さ
れ
る
 

君
の
み
が
あ
る
の
だ
 

わ
た
し
 ほ
 、
な
お
も
 、
う
つ
し
 世
の
束
縛
を
嫌
い
 

そ
の
粗
野
な
物
質
の
殻
の
内
に
 

紅
き
衣
の
不
滅
な
栄
光
を
望
み
 

薄
暮
の
中
に
天
与
の
光
を
覚
え
た
 

ら
に
ま
た
 

さ
ら
ば
知
れ
、
永
遠
の
女
性
 ょ
 

万
物
は
、
 本
 「
や
不
朽
の
体
に
輝
い
て
躍
る
 

不
死
の
閃
光
な
る
新
し
き
女
神
よ
 

み
そ
ら
は
、
ね
だ
っ
み
と
溶
け
合
 ，
フ
 

こ
の
世
の
ア
フ
ロ
デ
イ
 テ
 の
美
も
 

喜
び
充
っ
 る
 家
も
 、
 森
も
 、
 海
も
 

す
べ
て
は
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
美
の
帯
し
め
の
内
に
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三
度
ま
で
、
 
汝
は
 、
そ
の
身
を
顕
示
せ
り
 

（
 
お
 ）
 

さ
れ
ど
、
思
索
は
、
い
さ
さ
か
も
、
汝
の
姿
を
創
ら
ざ
 り
き
 

如
上
よ
り
、
ソ
ロ
 グ
イ
ョ
フ
 
の
ソ
フ
ィ
ア
は
、
そ
の
 詩
 が
 示
す
よ
う
に
深
く
直
観
的
で
あ
る
。
ベ
ル
ジ
ャ
 

（
㌘
）
 

が
 、
宇
宙
に
誘
惑
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
 か
れ
の
永
遠
の
女
性
こ
そ
、
ソ
フ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
 

和
し
た
宇
宙
の
包
容
の
姿
を
示
し
、
深
く
 、
エ
 
ロ
ー
ス
 を
た
た
え
て
い
る
。
そ
の
詩
に
は
、
内
に
ひ
め
ら
れ
た
 

ア
に
 託
さ
れ
て
 う
 た
わ
れ
て
い
た
。
か
れ
の
内
奥
の
情
 緒
 的
な
性
愛
の
昇
華
も
感
じ
ら
れ
る
。
 

さ
て
、
ソ
ロ
 
グ
イ
ョ
フ
 
の
ソ
フ
ィ
ア
の
宇
宙
論
的
傾
向
 は
、
 主
に
、
ブ
ル
ガ
コ
フ
、
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
 イ
 に
 よ
 

ル
ガ
コ
フ
 は
、
ソ
フ
ィ
ア
を
キ
リ
ス
ト
教
理
の
基
礎
た
ら
 ん
と
し
、
正
教
神
学
へ
導
こ
う
と
し
た
。
フ
ロ
レ
ン
 

処
女
マ
リ
ア
に
お
い
て
見
よ
う
と
し
た
。
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
 フ
の
 ソ
フ
ィ
ア
は
こ
れ
に
た
い
し
て
、
多
分
に
情
緒
的
 

処
女
性
で
は
な
く
永
遠
の
女
性
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
た
。
 

エ
 フ
は
、
ソ
ロ
 グ
イ
ョ
フ
 

ソ
フ
ィ
ア
は
、
永
遠
に
 調
 
-
 

か
れ
の
人
間
性
が
 ソ
ブ
 イ
 

っ
て
 ぅ
 け
つ
が
れ
た
。
プ
 

ス
キ
 イ
 は
、
ソ
フ
ィ
ア
を
 

な
 性
格
が
濃
く
、
ま
た
、
 

か
か
る
永
遠
の
女
性
は
、
ソ
ロ
 ダ
 イ
 ョ
フ
 の
思
索
に
よ
っ
 て
 で
は
な
く
、
神
秘
体
験
に
基
因
 し
 、
心
情
に
よ
っ
て
 把
握
さ
れ
た
と
い
っ
 

て
よ
か
ろ
う
。
自
ら
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
 

ま
た
、
か
れ
の
ソ
フ
ィ
ア
へ
の
献
身
は
、
つ
ぎ
の
詩
に
も
 よ
く
示
さ
れ
て
 

お
ふ
主
な
る
大
地
、
五
口
 
故
 に
ぬ
か
 づ
 か
ん
 

零
 な
す
汝
の
か
づ
き
を
通
し
て
、
親
和
の
心
の
 

白
熱
の
鼓
動
を
吾
は
感
 ず
、
吾
は
又
、
 

汝
の
生
命
の
中
に
お
の
の
く
万
象
を
聞
く
（
 

2
 
5
 ）
 

い
 る
と
思
わ
れ
る
。
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智
論
は
 
つ
い
て
の
紹
介
で
あ
る
。
さ
て
、
両
者
が
相
互
に
 関
係
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
）
 

 
 
 
 

 
 

う
も
な
い
が
、
神
人
論
は
ギ
リ
シ
ア
 
的
 主
知
的
な
点
 が
 つ
よ
 く
、
ま
た
、
か
れ
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
 お
も
わ
れ
る
。
神
智
論
は
 、
 

（
 

ヴ
 

3
7
 

同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
 的
 宇
宙
論
的
影
響
は
あ
っ
た
が
、
 

む
 し
ろ
か
れ
の
人
柄
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
情
緒
的
な
点
 が
 濃
か
っ
た
と
考
え
 も
 

 
 

ぃ
 

君
が
宮
居
を
見
 
い
 で
 め
ド
 

 
 

ダ イ 2 フの宗教思想 

な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ソ
ロ
 ブ
イ
ョ
フ
 
の
ソ
フ
ィ
ア
 
、
永
遠
の
女
性
へ
の
 憧
惧
は
 、
の
ち
の
象
徴
派
の
詩
人
 ブ
ロ
ッ
ク
 や
ビ
エ
リ
 

イ
 な
ど
に
、
影
響
を
あ
た
え
た
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
と
り
わ
 け
 、
ソ
ロ
グ
 ィ
ョ
フ
 を
う
け
つ
ぎ
、
永
遠
の
女
性
へ
の
 憧
 れ
を
、
「
美
し
き
貴
女
 

の
歌
」
に
お
い
て
う
た
っ
た
 o
n
 か
れ
ら
は
、
ソ
フ
ィ
ア
を
 、
卍
 し
い
淑
女
と
し
て
待
ち
の
ぞ
み
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
な
か
 っ
た
 点
が
、
ソ
ロ
 ブ
イ
ヨ
 

フ
 と
は
異
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
し
つ
ぎ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
 
歌
で
あ
る
。
 

君
は
燃
ゆ
 、
 山
の
上
な
る
お
の
が
宮
居
に
 

高
く
近
づ
く
べ
く
も
な
く
 

わ
れ
、
黄
昏
に
馳
せ
寄
り
て
 

 
 

望
み
の
中
に
空
想
を
抱
か
ん
 

君
は
廻
か
に
わ
が
声
を
聞
き
、
 

タ
 さ
れ
ば
そ
の
篭
を
焚
か
ん
 

さ
だ
 あ
 

わ
れ
は
、
運
命
の
捉
を
守
り
 

人
 の
た
わ
む
れ
を
悟
ら
な
ん
 

夕
闇
の
中
に
火
の
花
み
だ
れ
飛
び
 

舞
い
狂
い
つ
つ
立
ち
の
ぼ
る
と
き
 



註
 
（
 
為
 ）
の
 ナ
く
 ・
の
 0
 一
 
0
 セ
ゼ
 
の
 
た
 
Ⅰ
の
の
 

ぎ
 ～
の
の
 
0
 再
の
 0
 年
日
 
リ
 
づ
才
 
0
0
 
年
 "
 い
 。
 
ひ
 
井
ロ
 
ト
 
。
Ⅱ
 

万
 ）
前
掲
、
 
ヲ
シ
ァ
 思
想
史
 ヒ
二
 0
 セ
ー
 二
 0
 八
頁
。
 

（
 
銭
 ）
の
 ト
づ
 ・
 
づ
 ・
い
の
 
コ
オ
 
0
 セ
の
ガ
 

）
 0
 ワ
 
。
 
ぎ
 

（
 
蒸
 ）
 0
 片
せ
・
の
 0
-
0
 

づ
り
の
 

づ
 @
 Ⅰ
 0
n
 
日
 Ⅱ
の
の
 
0
 目
の
 0
 笘
ヨ
の
コ
プ
 

0
0
 
宙
 ・
 0
.
 
ト
 P
,
 
や
 ・
 ト
い
 

宛
 ）
前
掲
、
 

冒
 シ
ア
思
想
史
 ヒ
二
 0
 五
｜
二
 0
 六
頁
参
照
  
 

先
 ）
前
掲
、
カ
ー
ル
・
プ
レ
ー
ゲ
ル
の
著
書
の
二
二
八
頁
 
参
 照
 。
 

（
 
笏
 ）
回
書
、
二
二
九
頁
参
照
。
 

万
 ）
前
掲
、
コ
シ
ア
思
想
史
 ヒ
二
 0
 七
頁
参
照
。
 

-
%
 

）
米
川
正
夫
 

若
コ
 p
 シ
ア
文
学
史
 ヒ
 二
七
七
ー
二
七
八
頁
  
 

き
て
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 は
、
三
十
才
の
頃
か
ら
ほ
 フ
ョ
 ド
ロ
フ
の
刺
激
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
宗
教
的
理
想
を
現
実
 0
 社
会
に
あ
て
は
め
 

よ
う
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
実
際
的
な
問
題
に
と
り
 く
 ん
で
い
っ
た
。
 

ヲ
ョ
 ド
ロ
フ
は
 、
 p
 シ
ァ
 の
根
源
的
思
想
家
 。
死
者
の
蘇
生
、
万
有
の
 

復
活
、
愛
に
 よ
 る
同
胞
性
を
強
調
し
、
人
間
の
創
造
性
を
重
視
 し
た
し
ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
は
 、
フ
ョ
ド
ロ
フ
に
つ
い
て
Ⅱ
 わ
 た
し
は
あ
な
た
の
万
人
 

救
済
の
提
案
を
無
条
件
に
 ぅ
 け
い
れ
る
。
あ
な
た
の
 キ
 リ
ス
ト
 教
 思
想
は
前
む
き
の
も
の
（
や
Ⅰ
と
絶
賛
し
た
。
 

そ
 の

頃
か
ら
、
か
れ
の
 
具
 

体
 的
関
心
は
 、
 主
に
、
キ
リ
ス
ト
教
普
遍
主
義
や
神
政
 論
な
ど
へ
う
つ
っ
た
。
 

ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
は
 、
キ
リ
ス
ト
教
普
遍
主
義
の
立
場
に
た
 っ
て
、
国
民
主
義
を
排
斥
し
た
。
か
れ
 ば
 、
国
民
の
枠
 ほ
 と
ど
ま
る
こ
と
な
 

く
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
的
使
命
を
宣
し
、
 

ホ
ミ
 ヤ
コ
ブ
 な
ど
の
ス
ラ
ブ
派
の
狭
さ
を
切
り
く
ず
そ
う
と
し
た
。
 
ハ
ホ
ミ
 
ヤ
コ
ブ
は
 
p
 シ
 

ア
の
 宗
教
思
想
家
。
自
由
な
る
精
神
の
共
同
体
（
 ソ
ボ
ル
ノ
ス
 ト
 ）
を
首
唱
し
た
口
元
来
、
ソ
ロ
 

グ
イ
ョ
フ
 
は
、
ス
ラ
ブ
 
派
出
身
で
あ
っ
た
が
、
 

ダ
ニ
 レ
フ
ス
キ
 イ
 を
は
じ
め
、
ス
ラ
ブ
派
一
般
に
た
い
 し
て
、
国
民
信
仰
に
盲
従
す
る
こ
と
な
く
、
神
的
な
も
の
 、
そ
の
も
の
を
 信
ず
 

き
で
あ
る
と
い
っ
た
。
な
お
、
か
れ
が
旧
教
へ
接
近
し
 た
の
も
、
か
れ
の
立
場
を
身
を
以
て
示
し
た
と
い
っ
て
よ
 か
ろ
う
。
ま
た
、
 
ユ
 ダ
 

ヤ
 問
題
に
関
心
を
も
ち
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
た
い
し
て
同
情
 し
た
の
も
う
な
ず
け
る
。
ベ
ル
ジ
ャ
 エ
 フ
は
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 
ョ
フ
 を
十
九
世
紀
コ
シ
 

れ
る
。
な
お
、
共
に
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 の
若
年
の
思
想
 で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
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ウ ミル・ソロ グイョフ の宗教思想 

お
わ
り
に
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 の
宗
教
思
想
の
形
成
に
つ
 い
て
一
考
し
て
み
よ
う
。
か
れ
に
た
い
し
て
、
思
想
的
影
 響
 を
あ
た
え
た
人
人
 

と
し
て
は
、
哲
学
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
カ
ン
ト
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
（
 へ
｜
 ゲ
ル
か
ら
、
普
遍
主
義
と
有
機
体
の
観
念
 

を
つ
け
た
と
い
わ
れ
る
Ⅱ
 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
、
プ
ラ
ト
ン
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
 た
 ち
、
べ
｜
メ
 、
バ
ー
デ
ル
な
ど
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
 同
 時
代
の
 フ
ヨ
 ド
ロ
フ
 、
 

ド
ス
ト
 エ
 フ
ス
キ
 イ
 な
ど
と
の
交
渉
に
よ
り
、
宗
教
的
 精
神
を
鼓
舞
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
だ
が
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 の
場
ム
ロ
、
と
り
わ
 

け
 、
か
れ
の
宗
教
的
人
柄
が
思
想
に
大
き
く
作
用
し
た
 と
い
え
よ
う
。
 

か
れ
は
、
 ず
は
 ぬ
け
て
優
し
か
っ
た
。
貧
し
い
人
に
 衣
 服
 を
あ
た
え
て
し
ま
 い
 、
自
分
は
毛
布
を
着
て
人
前
に
出
 た
こ
と
が
あ
っ
た
 と
 

い
わ
れ
て
い
る
 0
 非
常
に
せ
ん
さ
い
で
、
乖
離
性
の
性
格
 で
あ
っ
た
。
蒲
柳
の
質
で
、
菜
食
主
義
者
で
あ
っ
た
。
 恋
愛
の
体
験
は
あ
っ
た
 

が
 、
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
 生
 涯
 、
独
身
で
あ
っ
た
。
幼
児
の
頃
か
ら
、
両
三
度
に
わ
た
 る
 神
秘
体
験
を
経
た
の
 

も
 、
か
か
る
性
格
に
よ
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
 体
験
か
ら
神
智
論
、
象
徴
詩
が
生
れ
た
。
世
俗
的
な
人
で
 ほ
 決
し
て
な
か
つ
た
。
 

ぬ
 位
、
名
誉
、
金
銭
な
ど
、
凡
そ
一
般
の
人
が
重
要
と
 思
う
も
の
に
た
い
し
て
は
、
何
の
価
値
も
与
え
な
か
っ
た
 。
ド
ス
ト
 エ
 フ
ス
キ
 イ
 

の
 

 
 

 
 

へ
の
手
紙
の
中
で
も
い
っ
て
い
る
。
「
世
俗
的
な
人
問
 は
 、
誤
 ま
っ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
 
ほ
 生
命
 を
 喚
起
す
る
者
で
は
な
 

 
 

生
命
を
喚
起
し
 ぅ
 る
の
は
、
た
だ
、
か
た
い
信
仰
を
 も
つ
も
の
に
限
る
。
狂
信
者
、
空
想
家
、
馬
鹿
者
と
呼
 ば
れ
る
も
の
に
限
る
。
 

' 一 ' 一 一 

    

 
 

ソ
ロ
ヴ
ィ
 ョ
フ
 の
神
政
論
は
、
生
前
、
か
れ
を
も
っ
と
も
 

高
名
た
ら
し
め
た
。
皇
帝
、
大
祭
司
、
予
言
者
の
三
考
 

の
力
 に
よ
っ
て
 、
世
 

界
 大
の
神
政
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
か
れ
 

は
 、
晩
年
、
そ
れ
ほ
不
可
能
で
あ
る
と
悟
っ
た
。
 

註
宛
 ）
前
掲
、
 ョ
 シ
 フ
 思
想
史
」
二
四
四
頁
参
照
。
 

菊
 ）
回
書
、
一
五
 
0
 頁
 、
 二
 0
 九
頁
参
照
。
 



註
 
（
 
1
 ）
前
掲
、
 

力
一
ル
 
・
プ
レ
 
一
 ゲ
ル
の
著
書
、
二
二
五
頁
  
 

（
 
2
 ）
の
 ア
弓
 ・
の
 0
 一
 
0
 せ
ヒ
り
く
 
Ⅰ
 お
巨
 （
の
の
 
0
 目
の
 0
 色
 目 ぃ
コ
 
オ
 00
 卸
 。
Ⅰ
 @
 
。
 り
 Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
 

0
 目
 

（
 
3
 ）
前
掲
、
岩
下
壮
一
の
著
書
、
二
五
六
頁
。
 

ソ
ロ
 ブ
イ
ョ
フ
 の
思
想
の
根
底
に
は
、
厚
い
信
仰
 心
 、
天
 性
の
宗
教
的
人
格
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

か
れ
ら
こ
そ
真
の
予
言
 者
 で
あ
り
、
真
の
善
人
で
あ
り
、
 

 
 

柄
を
培
う
の
に
、
幼
年
 

期
の
敬
虔
な
家
庭
環
境
、
ス
コ
 ヴ
 オ
ロ
 ダ
 の
感
化
な
ど
 が
あ
っ
た
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
 

さ
て
、
か
か
る
宗
教
的
人
格
は
、
か
れ
の
生
涯
を
通
 ず
 る
 哲
学
探
究
の
方
向
を
決
定
し
た
。
 

か
れ
 ば
 、
青
年
時
代
、
哲
学
こ
そ
、
自
己
が
人
間
に
奉
 位
 す
る
た
め
の
最
上
の
途
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
 斬
 耳
学
探
究
の
端
緒
に
お
 

い
て
、
近
代
西
欧
哲
学
の
根
本
的
 誤
 ま
り
 は
 、
認
識
の
根
 底
 で
あ
り
道
徳
の
規
範
で
あ
る
神
的
観
念
を
無
視
し
た
 点
 に
あ
る
と
主
張
し
 

た
 。
「
神
人
論
 ヒ
の
 第
一
議
に
お
い
て
も
、
「
西
欧
文
明
 は
神
を
無
視
し
て
、
宇
宙
的
文
化
の
大
痩
を
自
己
の
上
 に
 建
て
ん
と
す
る
努
力
 

で
あ
る
。
こ
の
努
力
の
失
敗
を
経
て
 、
ほ
 じ
め
て
、
 神
 へ
の
 結
 ム
ロ
を
自
覚
す
る
で
あ
ろ
 
，
ヮ
 
」
と
い
っ
て
い
る
。
（
 

2
 ）
 

つ
 ぎ
は
、
か
れ
の
詩
で
あ
る
。
 

奇
し
き
玄
義
に
 吾
 ら
の
 心
 喜
び
に
 み
っ
 

悪
は
 力
な
く
、
永
生
 は
 わ
れ
ら
の
も
の
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一
 
一
 

新
城
 
常
 

放
参
り
と
 
御
蔭
詣
で
 

近
世
参
詣
の
国
 民
化
 



に
 湯
殿
山
が
多
く
の
人
々
を
吸
引
し
た
。
 

以
上
諸
々
の
社
寺
を
掲
げ
た
が
、
そ
の
中
で
も
立
地
 条
 件
上
 、
畿
内
の
参
詣
が
最
も
賑
わ
い
、
と
く
に
伊
勢
参
宮
 、
 略
し
て
参
宮
が
最
 

も
 盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
 

国
家
の
宗
廟
た
る
伊
勢
神
宮
へ
の
参
詣
が
、
国
民
の
義
 務
 で
あ
る
と
の
観
念
は
 、
 既
に
早
く
室
町
初
期
以
来
認
め
 ら
れ
た
の
で
あ
る
 

が
 、
か
か
る
参
宮
の
国
民
的
義
務
 額
 は
、
近
世
に
入
り
 い
よ
い
よ
拡
大
し
、
参
宮
は
広
汎
な
習
俗
化
す
る
迄
に
 
至
 っ
た
 。
こ
れ
に
伴
い
参
宮
 

者
に
対
し
封
建
領
主
並
び
に
社
会
の
態
度
が
極
め
て
好
立
 
思
 的
と
な
り
、
頑
民
の
 領
外
 旅
行
を
厳
し
く
制
限
し
た
 封
 建
 領
主
も
、
こ
と
参
詣
、
 

と
く
に
参
宮
に
対
し
て
ほ
極
め
て
寛
大
に
こ
れ
を
許
容
 し
た
。
こ
こ
に
至
り
、
真
の
信
仰
、
崇
敬
か
ら
参
宮
す
る
 も
の
の
外
、
参
宮
に
 籍
 

目
 し
て
遊
楽
旅
行
に
出
掛
け
る
も
の
が
次
第
に
増
大
し
た
  
 

ん
ど
与
え
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
家
族
や
雇
傭
人
に
し
て
 

江
戸
時
代
中
期
、
享
保
の
頃
、
年
間
参
宮
者
五
十
万
人
 を
数
え
た
。
こ
れ
を
各
地
の
実
例
に
徴
す
る
に
、
ま
ず
畿
内
 

も
 武
士
と
か
、
地
主
、
富
商
と
か
の
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
 家
長
、
主
人
の
随
従
な
 

で
は
大
体
 殆
 ん
ど
 全
 

村
 残
ら
ず
生
涯
の
間
、
一
度
は
参
宮
 し
 、
か
な
り
多
数
 の
も
の
が
生
涯
数
度
に
及
ん
だ
。
遠
隔
に
な
る
に
伴
い
 漸
 減
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
 

が
 、
そ
れ
で
も
 尚
 、
九
州
や
東
北
地
方
か
ら
も
相
当
数
 の
 参
宮
者
が
数
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
大
半
の
も
の
が
、
 農
村
の
主
体
を
占
む
る
 

中
小
農
民
 又
は
 中
小
市
民
で
あ
っ
た
。
し
か
し
乍
ら
 、
も
 と
よ
り
国
民
の
全
部
が
参
宮
の
条
件
を
具
え
、
そ
れ
を
 実
践
 し
 得
た
訳
で
は
な
 

伊
勢
講
へ
の
参
加
も
認
め
ら
れ
ず
 又
 経
済
的
に
参
宮
 の
 不
可
能
な
水
 呑
 、
零
細
農
、
零
細
市
民
の
数
も
ま
た
 依
然
と
し
て
 移
 た
だ
し
 

い
 。
且
つ
身
分
的
に
主
家
や
家
に
緊
縛
さ
れ
て
、
行
動
の
 自
由
を
持
た
ぬ
者
も
ま
た
非
常
に
多
い
。
即
ち
 W
 家
の
 丁
稚
、
小
僧
、
農
家
の
 

雇
傭
人
、
名
子
、
被
官
、
一
般
の
下
男
、
下
女
等
は
そ
 れ
で
あ
る
。
そ
の
外
、
封
建
的
家
族
制
度
の
姪
 桔
下
 に
あ
 る
 妻
、
婦
女
子
、
幼
少
 

年
華
 は
 、
そ
の
個
人
的
行
動
を
領
主
の
み
な
ら
ず
、
 主
 人
 、
夫
、
親
等
に
依
り
抑
制
さ
れ
、
自
主
的
な
長
途
参
詣
 、
行
旅
の
自
由
は
 、
殆
 

り
、
 或
い
は
彼
等
単
独
な
り
で
遠
隔
に
赴
く
こ
と
は
、
 必
 ら
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
乍
ら
一
般
の
家
族
 、
雇
傭
人
に
は
困
難
で
 

あ
り
、
し
か
も
遠
く
な
れ
ば
な
る
程
、
い
よ
い
よ
そ
の
 可
能
性
は
薄
く
な
る
。
彼
等
の
参
宮
へ
の
強
い
悲
願
と
、
 そ
れ
を
阻
む
現
実
と
の
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逝
 

参
り
に
は
 

性
合
 藩
 、 
及
 

 
 

  

参詣の国民化 
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潜 き 寛 
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の
会
津
 
藩
 の
放
参
り
が
、
軽
輩
武
士
の
子
弟
、
女
子
で
あ
 

る
の
を
初
め
、
放
参
り
の
大
半
が
、
女
子
、
妻
、
幼
少
 

年
 等
の
家
庭
内
の
被
 

支
 

 
 

配
属
 か
、
 又
は
、
雇
傭
人
屑
、
名
子
、
被
官
等
に
依
っ
 

 
 

て
 占
め
ら
れ
て
い
る
点
に
、
注
意
を
払
わ
ぬ
 

ぼ
 な
ら
な
い
 
 
 

り
が
多
く
 文
 安
永
 及
 

前
掲
、
乗
田
氏
の
「
讃
岐
参
宮
 

帳
ヒ
の
 
放
参
り
は
、
 
何
 れ
も
、
息
子
、
娘
の
外
、
女
房
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
 の
外
、
何
処
で
も
、
 

放
参
り
は
、
大
半
女
性
や
子
供
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
 

一
 
早
保
 
十
四
年
二
七
二
九
）
の
 セ
 、
八
月
遠
州
浜
松
附
近
 

で
、
放
参
り
の
女
伊
勢
 

 
 

保
 以
来
、
天
明
、
延
享
等
に
か
け
て
、
 

逃
 参
り
（
放
参
り
 

 
 

（
 
6
 
1
 
）
 

こ
れ
ら
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
参
宮
 

が
い
わ
ば
国
民
的
習
俗
化
す
る
と
共
に
、
領
主
、
社
会
 

の
 参
宮
者
に
対
し
て
 

か
く
の
如
く
、
放
参
り
ほ
 彩
 た
だ
し
い
が
、
か
か
る
 抜
 参
り
の
主
体
は
、
如
何
な
る
階
層
、
身
分
に
属
す
る
も
の
 で
あ
ろ
う
か
。
 先
き
 

以
上
の
如
き
禁
令
の
頻
発
自
体
、
抜
参
り
の
普
遍
性
と
、
 そ
の
風
潮
の
根
強
い
存
在
を
示
し
て
い
る
が
、
海
保
 圭
 
再
 暖
も
 亦
、
 

或
 人
来
り
、
国
方
に
伊
勢
参
の
ぬ
け
ま
い
り
は
や
り
 て
ナ
 」
ま
る
と
 

と
 渡
し
て
い
る
如
く
、
到
底
、
禁
止
し
得
る
も
の
で
は
 な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
放
参
り
に
関
し
て
は
、
神
宮
 文
庫
所
蔵
に
か
か
る
 伊
 

勢
 外
宮
御
師
来
日
氏
の
膨
大
な
参
宮
 帳
が
 有
力
な
史
料
 と
な
る
。
例
え
ば
彼
の
地
盤
で
あ
る
讃
岐
豊
田
郡
、
三
野
 郎
等
の
放
参
り
は
、
 次
 

の
 如
く
で
、
年
に
よ
り
変
動
が
甚
し
い
が
、
年
々
少
な
か
 ら
ぬ
数
に
上
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
 

明
和
九
年
（
 一
セ
 七
一
 %
 参
宮
者
総
数
一
三
四
名
 内
抜
 参
り
七
名
 

二
九
四
名
々
二
七
名
 

天
明
八
年
（
一
七
八
入
し
 

々
 

三
名
 

一
五
七
名
 
ガ
 

寛
政
四
年
二
セ
九
二
）
 

グ
 

そ
の
 外
 同
じ
く
彼
の
縄
張
で
あ
る
摂
津
の
一
部
か
ら
も
、
 明
和
六
年
放
参
り
十
一
名
の
外
、
年
々
相
当
数
に
達
し
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 

(44) 

（
一
山
八
八
三
）
以
来
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
 

迄
、
 実
に
前
後
十
一
回
も
の
禁
令
を
繰
り
返
 

、
 

（
 
4
 ）
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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封
建
領
主
は
、
前
記
の
如
く
放
参
り
を
禁
止
し
て
い
る
 が
 、
そ
の
抜
き
難
い
風
潮
に
恐
ら
く
こ
れ
を
放
任
せ
ざ
る
 を
 得
な
か
っ
た
で
 

払
わ
れ
る
好
意
的
態
度
と
に
依
り
、
参
宮
が
遊
楽
旅
行
 0
 名
目
と
し
て
、
最
も
都
合
の
良
い
も
の
と
な
る
と
、
 国
 民
の
大
多
数
が
 、
或
ぃ
 

ほ
 信
仰
か
ら
、
或
い
は
逸
楽
の
為
、
参
宮
を
切
望
す
る
 よ
う
に
な
る
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
子
供
 、
妻
、
雇
傭
人
等
は
 、
 

前
述
の
如
く
 、
 仮
に
旅
費
の
工
面
が
つ
い
た
と
し
て
も
、
 家
長
の
許
可
は
容
易
に
得
ら
れ
ず
、
精
々
 近
 村
の
社
寺
 、
に
 
℡
 入
の
観
土
日
 

ノ
 

壷
 
立
場
の
 

参
拝
等
を
以
て
満
足
せ
ね
 ば
 な
ら
な
い
。
従
っ
て
 、
若
 し
も
彼
等
が
あ
く
ま
で
、
参
宮
の
希
望
を
達
成
し
ょ
う
 と
 す
る
な
ら
 ぼ
 、
無
断
案
 

出
 と
い
う
家
族
道
徳
の
破
壊
以
外
に
道
は
な
い
。
そ
の
 際
は
 、
当
然
、
領
主
の
許
可
書
た
る
往
来
手
形
を
得
る
こ
 と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
 

が
 一
般
的
な
、
放
参
り
で
あ
る
。
放
参
り
が
、
近
世
 社
 寺
 参
詣
の
一
般
形
式
で
な
く
、
殆
ど
伊
勢
参
宮
独
自
の
特
 殊
 現
象
で
あ
る
理
由
の
 

一
つ
は
、
或
い
は
習
俗
と
し
て
或
い
は
信
仰
か
ら
或
い
は
 観
光
手
段
と
し
て
、
参
宮
が
 、
 最
も
普
遍
的
な
参
詣
型
 態
で
あ
り
、
し
か
も
 民
 

衆
の
参
宮
 熱
が
 、
一
般
参
詣
に
比
し
て
、
一
段
と
高
度
 な
 点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
一
方
に
は
か
か
る
 非
常
手
段
を
講
じ
て
 迄
 

も
、
敢
て
 参
宮
を
実
現
し
た
い
と
い
う
彼
等
非
独
立
 層
 の
 痛
切
な
希
望
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
 し
 か
し
乍
ら
、
そ
れ
に
 加
 

う
 る
に
、
更
に
こ
こ
に
封
建
領
主
や
社
会
の
抜
参
り
に
 対
す
る
寛
容
的
態
度
も
見
遁
せ
な
い
の
で
あ
る
。
妻
子
、
 傭
人
等
の
抜
参
り
は
 家
 

族
 道
徳
、
封
建
道
徳
に
反
す
る
か
ら
、
本
来
な
ら
ば
 当
 熟
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
事
実
領
主
 は
 、
前
述
の
如
く
 公
式
に
は
こ
れ
を
禁
じ
 

て
い
る
。
し
か
し
乍
ら
、
参
宮
の
国
民
的
義
務
 観
 が
社
ム
 ム
 0 通
念
化
す
る
に
体
な
い
、
元
来
は
容
認
さ
れ
得
な
い
 放
参
り
も
、
独
り
伊
勢
 

参
宮
に
関
す
る
限
り
、
為
政
者
も
、
社
会
も
亦
こ
れ
を
 黙
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
 

拝
承
る
に
 ぬ
 け
ま
い
り
と
号
し
て
村
の
長
へ
も
沙
汰
を
 せ
ず
に
、
か
け
お
ち
を
し
て
、
 ぬ
け
 参
り
を
致
す
 由
 、
相
 聞
ゆ
る
な
り
、
 是
 

も
し
ゅ
う
し
よ
う
の
こ
と
に
て
、
 我
 大
廟
の
こ
と
り
へ
に
 、
か
け
落
を
し
て
、
 ぬ
け
 参
り
を
す
る
こ
と
、
き
と
 く
 な
る
こ
と
な
り
、
 

と
は
 
海
保
青
陵
「
稽
古
 談
 」
（
第
四
巻
）
の
一
節
で
 あ
る
。
か
か
る
放
参
り
を
殊
勝
、
奇
特
と
す
る
放
参
り
 肯
 定
論
は
、
社
会
並
び
に
 

封
建
領
主
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
の
内
心
を
卒
直
に
代
弁
 し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
封
建
領
主
並
び
に
社
会
の
抜
 参
り
に
対
す
る
温
い
 態
 

度
が
 、
放
参
り
を
一
層
助
長
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
の
 で
あ
る
。
 

  



こ
れ
は
、
ひ
と
り
会
津
 藩
 の
み
に
見
ら
れ
る
特
有
の
政
 策
 で
は
な
い
。
 
仙
 ム
ロ
藩
で
も
、
延
享
三
年
放
参
り
を
 
禁
 止
し
て
い
る
が
、
そ
の
 

後
、
元
禄
頃
に
は
、
こ
れ
を
黙
認
し
た
も
の
の
如
き
 布
 令
 が
見
ら
れ
更
に
、
享
保
十
一
年
二
七
二
六
）
に
は
 放
参
り
は
、
向
後
は
お
 

（
 
釦
 ）
 

上
 よ
り
お
構
い
 
遊
 ぼ
れ
 ず
と
 …
…
あ
り
、
た
だ
主
人
、
親
 
、
兄
弟
の
叱
責
に
委
ね
る
の
み
と
な
っ
た
。
こ
れ
 
亦
 、
 抜
 参
り
の
公
認
と
、
そ
の
 

 
 

実
に
お
い
て
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

又
 磐
城
守
山
椿
 で
 も
 、
放
参
り
は
 藩
 内
の
広
沢
 寺
 そ
の
外
の
菩
提
寺
に
入
れ
 ば
 、
簡
単
に
許
さ
れ
、
 豊
 

（
 
戎
 ）
 

前
 中
津
 藩
 で
も
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
放
参
り
は
 別
 に
 罰
せ
ず
、
そ
の
上
後
日
に
至
っ
て
手
形
を
与
え
て
い
る
 程
の
寛
大
な
処
置
を
採
 

っ
て
い
る
。
 

以
上
は
、
表
面
的
な
禁
令
の
頻
発
と
は
別
個
に
、
放
参
 り
に
対
す
る
領
主
の
寛
容
な
態
度
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
 あ
る
が
、
領
主
の
外
、
 

家
族
、
社
会
等
の
同
様
な
態
度
が
ま
た
、
放
参
り
を
 助
 是
 す
る
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
放
参
り
か
 ら
 帰
国
し
た
者
を
村
中
 

で
 歓
迎
す
る
風
や
、
放
参
り
の
下
人
、
下
男
を
叱
責
 
し
 た
 主
人
が
神
罰
を
受
け
た
と
い
う
説
話
等
の
中
に
 、
社
 会
 が
抜
参
り
を
 諒
 と
す
 

ハ
 
お
り
 

る
 態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
領
主
や
世
間
の
黙
 認
や
好
意
が
、
社
会
の
底
流
に
潜
ん
で
 か
れ
 ぼ
こ
そ
、
 
放
参
り
が
そ
れ
 程
 、
不
 

道
徳
 祝
 さ
れ
ず
、
や
が
て
広
汎
な
習
俗
化
し
、
盛
行
し
 た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
一
般
に
は
 参
詣
の
困
難
な
妻
子
、
 

時
に
は
雇
傭
人
、
又
は
名
子
、
被
官
等
の
隷
属
者
も
参
 加
の
機
会
を
把
み
、
暫
し
の
解
放
感
を
味
わ
い
得
た
の
で
 あ
る
。
 

し
な
が
ら
、
や
が
て
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
こ
れ
を
 

撤
 回
し
た
の
は
封
建
領
主
の
抜
参
り
対
策
の
緩
和
化
を
示
 

す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
（
 

9
 
i
 

）
 

度
々
、
放
参
り
の
禁
令
を
繰
返
し
て
い
る
の
 ほ
 、
民
衆
 の
 放
参
り
の
根
強
い
風
潮
を
物
語
る
と
共
に
、
そ
の
反
面
 、
禁
令
を
徹
底
的
に
貫
 

徹
し
ょ
う
と
す
る
当
局
の
熱
意
の
乏
し
さ
を
暗
示
す
る
 も
の
で
あ
り
、
事
実
、
彼
等
為
政
者
に
は
、
放
参
り
の
 悪
 徳
親
 は
 殆
 ん
ど
見
ら
れ
 

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
毛
利
藩
 や
 、
伊
勢
御
師
 栗
田
氏
の
「
讃
岐
参
宮
 帳
 」
そ
の
外
、
毎
年
数
多
い
抜
 参
 り
の
事
実
は
、
表
面
的
 

な
 禁
令
と
ほ
別
個
の
、
封
建
領
主
の
態
度
を
意
味
し
て
 い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
れ
に
関
聯
し
て
更
に
抜
参
り
に
対
す
る
実
刑
が
比
較
的
 軽
微
な
点
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
会
津
 藩
 で
、
 放
参
り
を
一
日
 森
ホ
止
   

あ
ろ
う
。
前
述
の
如
く
、
毛
利
 藩
 で
は
、
早
く
も
寛
文
 セ
 年
に
見
ら
れ
た
外
、
天
和
三
年
以
来
、
天
保
三
年
逸
美
 に
 十
一
回
に
も
 亘
り
、
 

 
  

 



江
戸
時
代
を
通
じ
、
伊
勢
参
宮
量
は
、
一
般
社
寺
参
詣
 

を
 遥
か
に
凌
ぐ
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
因
に
は
、
一
般
 

社
寺
参
詣
 界
 に
ほ
 登
 

場
 し
難
 い
 妻
子
、
時
に
は
雇
傭
人
そ
の
外
の
隷
属
 

層
迄
 が
 、
放
参
り
と
い
う
非
常
手
段
に
依
り
参
加
し
て
い
る
 

事
 実
 、
則
ち
参
詣
者
の
よ
 

り
 広
汎
な
階
層
性
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
乍
ら
、
放
参
り
は
、
身
分
的
 

栓
 桔
を
切
断
し
得
 て
も
、
必
ず
し
も
経
済
的
重
圧
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
な
 

ぃ
 。
先
ず
第
一
に
抜
 

参
り
の
旅
費
は
ど
う
し
て
調
達
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

今
 の
 処
 、
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
 

秘
 か
に
へ
そ
 
繰
り
を
蓄
え
て
、
悠
々
 

と
 放
参
り
を
楽
し
む
者
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
放
参
り
は
、
 

女
房
の
外
青
少
年
も
多
い
か
ら
、
旅
費
の
用
意
も
な
く
 

し
て
、
飛
び
出
し
、
 
途
 

中
働
き
乍
ら
 、
 又
は
物
乞
い
し
乍
ら
 
ら
、
 行
を
進
む
 る
 も
の
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

出
羽
飽
海
郡
地
方
で
は
、
延
享
の
頃
 

ぬ
け
 参
は
 、
 道
す
が
ら
勧
進
し
て
登
れ
ど
も
 

相
応
に
役
金
を
も
出
し
て
下
る
 

（
 
笏
 ）
 

と
あ
り
、
勧
進
Ⅱ
物
乞
い
の
多
い
こ
と
と
共
に
相
応
の
 

準
備
の
必
要
な
事
を
述
べ
て
い
る
。
 

本
居
内
藤
の
「
 
賎
者
考
ヒ
が
 多
数
の
賎
者
の
中
に
 
、
西
 国
 巡
礼
、
二
十
四
輩
、
善
光
寺
 
参
 、
諸
国
一
の
宮
大
社
 
巡
 、
金
毘
羅
諸
尊
の
 
外
 

に
 、
伊
勢
放
参
り
を
加
え
て
い
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
、
 

放
参
り
し
て
乞
食
す
る
者
の
少
な
く
な
い
事
を
物
語
る
 

も
の
で
あ
ろ
う
。
 
又
路
 

（
 
師
 ）
 

次
 、
農
事
な
ど
を
手
伝
い
 
乍
 、
行
を
進
む
る
も
の
も
あ
 
り
、
 為
に
帰
国
造
に
一
年
も
二
年
も
要
す
る
こ
と
が
あ
っ
 

た
と
い
う
。
 

化
 

放
参
り
に
は
、
後
述
の
御
蔭
詣
の
如
き
施
行
、
接
 

特
等
の
社
会
か
ら
の
積
極
的
援
助
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
 

か
っ
た
か
ら
、
道
中
の
旅
費
 

韻
 
調
達
 は
 、
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

近
を
身
分
的
 栓
 桔
か
ら
は
解
放
し
て
も
、
経
済
的
な
 

重
圧
を
排
除
す
る
効
果
は
薄
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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た
の
で
あ
る
。
 

御
蔭
詣
で
と
呼
ぼ
れ
る
参
宮
ラ
ッ
シ
ュ
 は
 、
部
分
的
に
 は
 、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
、
同
八
年
二
七
二
三
）
 
に
も
窺
わ
れ
る
が
釜
日
 

通
 に
は
、
慶
安
三
年
二
六
五
 0
 ）
を
初
見
と
し
、
 
そ
 の
後
大
体
、
五
、
六
十
年
を
周
期
と
し
て
勃
発
し
た
宝
永
 二
年
 
2
 
 セ
 0
 五
）
 、
 

明
和
八
年
ニ
セ
 七
こ
 、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
 0
 ）
 、
慶
応
三
年
八
一
入
六
七
）
等
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
 あ
る
。
こ
れ
は
、
伊
勢
 

神
宮
の
御
祓
や
大
麻
が
、
天
空
か
ら
何
処
か
に
降
下
し
 た
と
い
う
よ
う
な
噂
を
契
機
に
、
比
較
的
短
日
月
間
に
 、
 群
集
心
理
か
ら
実
に
膨
 

大
な
数
の
民
衆
が
、
大
神
宮
に
殺
到
す
る
特
異
な
宗
教
 現
象
を
指
 す
 も
の
で
あ
る
。
 

慶
長
九
年
二
 エ
ハ
 
0
0
 ）
三
月
近
江
の
膳
所
に
、
大
神
 宮
 が
飛
移
っ
た
と
い
う
風
評
を
契
機
と
し
て
、
一
部
の
群
 衆
 が
大
神
宮
に
殺
到
 

 
 

瞭
 で
な
い
が
、
そ
の
源
流
と
看
な
す
こ
と
は
、
 

濤
曙
 を
要
 し
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
し
 

か
し
乍
ら
、
普
通
御
蔭
詣
で
の
起
源
と
し
て
挙
げ
ら
れ
 る
の
は
前
述
の
如
く
慶
安
三
年
二
六
五
 0
 ）
で
あ
り
、
 こ
 の
時
に
は
、
江
戸
商
人
 

を
 始
め
と
し
て
、
天
下
の
万
民
悉
く
群
衆
し
た
と
 称
き
 れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
当
初
伊
豆
箱
根
関
所
の
通
行
 者
だ
け
で
、
一
日
、
六
 

百
人
乃
至
八
、
九
百
人
を
数
え
た
が
、
そ
の
益
々
増
え
、
 三
月
中
旬
よ
り
五
月
道
は
、
一
日
二
千
百
人
に
及
ん
だ
  
 

次
の
宝
永
二
年
二
 セ
 0
 五
）
に
は
、
伊
勢
松
阪
の
通
 行
者
が
、
 
壬
 四
月
上
旬
よ
り
、
初
め
は
一
日
二
千
人
 ｜
 一
一
 

一
千
人
程
度
で
あ
っ
た
 

が
 、
そ
の
後
急
激
に
上
昇
し
、
十
三
日
よ
り
十
六
日
 進
 ほ
千
 万
人
を
超
え
た
。
更
に
最
高
は
五
月
十
六
日
の
廿
一
一
 
一
万
人
で
、
 壬
 四
月
九
日
 

（
 
篆
 ）
 

よ
り
五
月
十
九
日
迄
の
五
十
日
間
に
、
総
計
実
に
三
百
エ
 
八
十
二
万
人
に
達
し
た
と
い
う
。
当
時
の
日
本
全
人
ロ
 最
 大
三
千
万
人
と
仮
定
し
 

（
の
）
 

て
も
、
そ
の
一
割
以
上
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
 範
 囲
も
 、
 実
に
九
州
久
留
米
薄
 に
追
 及
ん
で
い
る
。
 

次
の
明
和
八
年
二
七
七
一
）
に
は
、
四
月
八
日
よ
り
 
八
月
九
日
迄
の
四
カ
月
間
の
、
伊
勢
宮
川
波
舟
の
利
用
者
 は
 、
総
数
二
百
七
万
 

（
㏄
）
 

セ
 千
四
百
五
十
人
で
あ
る
が
、
そ
の
人
数
は
一
日
毎
に
 克
明
に
記
録
さ
れ
、
相
当
 信
愚
に
 足
る
も
の
と
考
え
ら
れ
 る
 。
事
実
、
外
官
で
 祓
 

く ㏄ 

こ
こ
に
、
彼
等
を
し
て
身
分
的
に
と
同
時
に
、
経
済
的
に
 も
 解
放
す
る
御
蔭
詣
で
と
い
，
 
ヮ
 特
殊
な
宗
教
現
象
の
勃
 発
 に
よ
り
、
参
宮
に
 

 
  

 

参
加
す
る
階
層
は
、
一
層
拡
大
さ
れ
、
 

殆
 ん
ど
国
民
の
 
全
階
層
を
、
し
か
も
更
に
、
相
当
広
汎
な
地
域
生
見
 り
、
 

包
含
す
る
よ
う
に
な
っ
 

 
 



を
 受
け
た
数
は
、
そ
の
発
端
に
お
い
て
す
ら
、
四
月
十
一
 

二
日
七
千
人
、
十
四
日
、
十
五
日
各
五
千
人
、
十
六
日
八
 

千
人
を
数
え
て
お
り
、
 

そ
の
高
潮
 期
 に
は
、
四
月
十
九
日
二
万
八
千
余
、
五
月
 

十
二
日
九
万
、
十
三
日
七
万
、
十
四
日
五
万
等
に
も
及
ぶ
 

の
で
あ
っ
た
。
（
 

3
 
，
 ）
 

更
に
御
蔭
詣
で
第
四
回
目
の
文
政
十
三
年
（
一
八
三
 

0
 ）
 に
は
、
日
別
人
数
の
記
録
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
依
る
と
 

 
 

三
月
晦
日
よ
り
圭
三
月
末
造
二
百
二
十
八
万
千
二
百
人
 

四
月
 

百
四
十
四
万
四
百
人
 

五
月
 

三
十
四
万
二
千
四
百
人
 

六
月
甘
口
 迄
 

二
十
一
万
二
千
 
セ
 百
人
 

計
四
百
二
十
七
万
六
千
 
セ
 百
人
 

（
㏄
）
 

と
 、
こ
れ
 亦
 驚
く
べ
き
数
字
を
伝
え
て
い
る
。
 

以
上
 は
 、
慶
安
以
来
数
回
の
御
蔭
詣
で
の
総
動
員
数
を
 

掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
悉
く
が
完
全
に
正
確
と
は
 

い
 え
な
い
に
し
て
も
、
 

そ
の
数
の
彪
 
太
 さ
と
、
参
宮
街
道
 
並
に
 大
神
宮
近
傍
の
 
雑
沓
振
り
と
は
、
推
察
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
こ
 

れ
に
加
う
る
に
一
つ
の
 

ぬ
減
、
一
つ
の
村
落
の
実
際
数
を
掲
げ
れ
ば
、
そ
の
 

様
 相
は
 、
一
層
具
体
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

既
に
、
宝
永
二
年
に
は
、
遥
か
九
州
久
留
米
地
方
で
も
、
 

当
春
 参
宮
人
、
諸
国
よ
り
移
し
く
、
当
国
よ
り
も
同
然
 と
あ
り
、
 翌
二
 

年
春
、
長
崎
か
ら
の
子
供
放
参
り
が
二
千
人
に
及
ん
だ
 

と
い
う
の
も
、
前
年
の
御
蔭
詣
で
の
影
響
に
よ
る
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

（
㏄
）
 

嗣
 
参
拝
者
が
あ
っ
た
。
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



お
蔭
 詣
で
の
中
心
を
な
す
も
の
は
畿
内
等
近
く
の
 
民
 衆
 で
あ
ろ
う
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
に
限
る
も
の
で
は
 

な
く
前
述
の
讃
岐
、
 

遠
江
、
長
崎
等
に
も
見
ら
れ
る
如
く
 

、
 南
は
九
州
よ
り
 
北
は
 関
東
東
北
道
広
汎
且
 
つ
 大
量
に
及
ん
で
い
る
。
 
例
え
 ば
 明
和
八
年
、
松
坂
の
 

大
 森
重
仙
の
記
録
に
依
れ
ば
、
二
一
月
に
丹
後
辺
り
か
ら
 

始
 ま
っ
た
御
蔭
詣
で
は
、
四
月
に
入
る
と
山
城
宇
治
郡
 

を
 中
心
と
し
て
山
城
一
国
、
 

大
和
等
畿
内
一
円
に
拡
ま
り
、
更
に
五
月
に
は
、
若
狭
、
 

越
前
、
越
中
、
阿
波
、
讃
岐
、
備
前
等
の
北
陸
、
四
国
 

に
 跨
り
、
六
月
に
は
 
東
 

海
道
は
も
と
よ
り
関
東
上
州
辺
り
迄
に
及
び
、
西
は
九
 

州
 に
達
し
豊
前
小
倉
、
筑
前
か
ら
、
更
に
 

セ
 月
に
入
っ
て
 
、
福
岡
か
ら
長
崎
に
達
 

し
又
 、
豊
後
、
豊
前
よ
り
女
道
者
大
分
御
座
候
・
・
・
：
 

主
 あ
る
。
要
す
る
に
日
を
追
う
に
従
っ
て
、
そ
の
地
域
は
拡
 

大
し
風
聞
を
聴
き
伝
え
 

て
 次
第
に
遠
隔
地
に
及
ぶ
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
よ
る
 

限
 り
 、
北
関
東
、
越
中
を
北
限
と
し
、
九
州
は
筑
前
、
肥
 

前
 、
豊
後
を
以
て
限
界
 

と
し
で
お
り
、
そ
れ
よ
り
 
以
 近
の
大
半
の
国
を
包
含
 
し
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 

（
 l
 ）
 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

五
一
四
名
に
も
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

更
に
東
国
に
関
し
て
ほ
、
具
体
的
数
値
を
持
ち
合
わ
さ
 

な
い
。
た
だ
、
三
河
豊
橋
 
船
 W
 か
ら
年
々
平
均
三
千
八
百
 
｜
 九
百
人
の
参
宮
の
 

乗
船
者
が
あ
っ
た
が
、
明
和
八
年
に
は
そ
の
四
倍
弱
の
 

一
四
、
 
五
セ
 八
人
が
数
え
ら
れ
た
の
も
、
（
 

%
 ）
当
然
御
蔭
詣
で
 に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
 

更
に
次
の
文
政
十
三
年
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
御
師
 

来
日
氏
の
摂
津
伊
丹
の
参
宮
者
 
は
 、
平
年
三
十
余
 
名
 程
度
 
 
 

が
 、
文
政
十
三
年
の
御
蔭
詣
で
に
ほ
実
に
そ
の
十
五
倍
 

 
 

で
、
百
名
余
り
が
、
 
同
 

じ
、
 
@
 
 商
 利
根
山
村
で
は
五
十
 
セ
 名
が
参
宮
し
た
。
 
（
㏄
 

又
 レ
 
更
に
四
国
で
も
、
来
日
氏
の
讃
岐
の
旦
那
は
、
例
年
の
約
 

三
倍
の
四
八
四
名
に
も
 

達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
西
国
に
対
し
、
東
国
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
 0
 具
体
例
は
僅
か
で
あ
る
が
、
例
え
ば
遠
江
中
郡
で
は
 

、
男
女
残
ら
ず
押
し
 

更
に
驚
ろ
く
べ
き
こ
と
に
は
、
遥
か
 
出
羽
鶴
岡
藩
か
ら
も
四
千
余
 
名
 が
出
掛
け
た
と
地
元
鶴
岡
 
の
一
 商
人
が
記
載
し
て
 (  so  )  50 
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又
 常
に
は
、
い
と
い
や
し
き
も
の
し
 、
 人
に
も
し
ら
せ
 ず
、
 忍
び
て
ま
 ぅ
 づ
る
を
 ぼ
、
ぬ
 け
ま
 ゐ
 り
と
な
ん
か
 
ひ
 て
 、
か
た
 
ゐ
 の
 ご
 

と
 思
へ
る
に
、
 
こ
た
 び
は
、
さ
し
も
い
や
し
か
ら
ぬ
 ほ
 ど
の
 人
 ど
も
し
、
い
さ
と
い
 へ
 ば
せ
ち
に
心
も
よ
 ほ
 さ
れ
 
て
、
 思
ふ
ど
ち
 家
 

人
 に
だ
に
し
ら
せ
で
、
ゆ
く
り
な
く
立
ち
出
る
た
ぐ
ひ
 も
数
し
ら
ず
な
ん
 

と
あ
る
の
で
あ
る
。
次
の
文
政
十
三
年
の
御
蔭
詣
で
に
 も
、
 

此
節
 放
参
宮
 と
唱
 、
主
人
、
親
大
江
不
断
、
又
、
独
身
 も
の
は
、
借
家
を
明
け
、
夫
々
、
随
意
と
 其
窄
き
 籠
山
 

（
 
邨
 ）
 

の
 輩
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
更
に
先
の
外
宮
御
師
来
日
 氏
 の
 讃
岐
の
旦
那
は
、
明
和
八
年
の
御
蔭
詣
で
の
参
宮
者
 五
一
四
名
 中
 、
実
に
七
）
 

 
 

 
 

割
 以
上
の
三
五
 0
 名
が
抜
参
り
で
あ
り
、
文
政
十
三
年
 に
も
相
当
数
の
抜
参
り
が
数
え
ら
れ
る
の
で
 あ
あ
 
。
（
 

7
 ）
 

放
参
り
が
御
蔭
詣
で
に
特
に
多
い
の
は
、
こ
の
時
、
 封
 建
的
 、
社
会
的
規
制
が
極
度
に
弛
緩
し
て
、
放
参
り
が
 公
 認
 さ
れ
、
更
に
群
集
 
5
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
（
 

4
 
 

5
 
）
 
実
際
放
参
り
は
、
宝
永
二
年
の
御
蔭
 

詣
 

 
 

平
 の
 円
 
い
の
ふ
 

仏
 
げ
ま
 ぅ
で
 

の
日
 -
 
記
ヒ
に
 

放
参
の
事
、
 

-
,
 

4
 
 

）
 
其
の
始
は
宝
永
二
年
の
事
な
り
し
が
、
 某
 頃
は
只
放
参
 と
 唱
へ
し
に
、
明
和
八
卵
 年
 四
月
頃
よ
り
 御
 藍
蓼
 と
 称
し
 

と
あ
る
如
く
普
通
お
 蔭
 参
り
と
呼
ぶ
参
宮
の
集
団
ラ
ッ
 シ
ュ
 は
、
も
と
放
参
り
と
い
わ
れ
た
 程
 、
抜
参
り
型
 態
 の
 参
宮
が
圧
倒
的
で
あ
 

Ⅰ
Ⅱ
 

づ
 
,
 

      
    る   

と で か 

あ 既 も こ く 更 
り 今 に ま の の に 

又 " 午 " 最 " たよ " うく 知立 政 
文 江 初抜 な 観十 

三年に 政 十三 戸中 ノ の慶安 参りが 大量の れば先 

年売三多 御掲 ぉ 
の 八 年 い 蔭 の い   

、 参 

@ 
イ 
  
事 
ヲ 
/ ヘ   
ヤ 
ラ 

カ 

  

  

  
及んで 」とは、 



心
理
と
御
蔭
詣
で
特
有
の
接
待
、
施
行
に
誘
わ
れ
て
、
 絶
 好
の
機
会
と
ば
か
り
、
非
独
立
 層
 、
隷
属
 層
 が
競
っ
て
 家
を
飛
び
出
し
た
か
ら
 

で
あ
る
。
従
っ
て
お
 蔭
 詣
で
に
婦
女
子
の
割
八
口
の
高
い
の
 
も
亦
 当
然
で
あ
る
。
宝
永
二
年
の
お
 蔭
 詣
で
に
は
、
 と
 

 
 

和
 八
年
に
も
、
同
じ
く
「
後
見
集
ヒ
中
に
 

畿
内
近
国
を
先
と
し
て
、
物
弁
へ
知
ら
ぬ
女
童
部
八
才
、
 九
才
の
小
児
 迄
我
 へ
と
 談
 9
 合
、
主
、
親
の
目
を
忍
び
 、
放
参
り
と
い
ふ
 

事
 を
な
し
 

と
あ
る
の
で
あ
る
。
 

更
に
 、
先
 き
の
播
磨
加
東
都
添
田
村
の
明
和
八
年
の
お
 蔭
 詣
で
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
参
宮
者
の
悉
く
 が
 放
参
り
で
、
そ
の
 

数
 六
十
六
人
、
全
人
ロ
二
八
 0
 人
の
別
 %
 弱
、
 殆
ん
ど
 口
分
の
一
が
参
加
し
て
お
り
、
性
別
で
は
男
四
一
人
に
対
 し
 友
一
一
五
人
で
あ
る
。
あ
）
 

4
 

本
村
で
ほ
、
こ
の
明
和
八
年
の
お
 蔭
 詣
で
以
外
に
は
、
 女
 房
の
参
宮
は
全
く
見
ら
れ
ぬ
か
ら
と
く
に
女
房
 り
 妻
に
 と
り
、
お
 蔭
 詣
で
は
、
 

真
に
千
載
一
遇
の
好
機
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
し
か
も
、
 年
会
別
に
す
れ
ば
、
十
寸
 よ
 り
二
十
方
未
満
の
も
の
が
 、
そ
の
半
数
を
占
め
て
 

お
り
、
こ
こ
に
も
、
お
 蔭
 詣
で
が
、
多
分
に
、
婦
女
 並
に
 子
供
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
 

か
く
の
如
く
、
御
蔭
詣
で
に
は
、
女
、
子
供
が
重
要
な
存
 在
 と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
 家
 族
 よ
り
も
む
し
ろ
 雇
 

傭
人
で
あ
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
彼
等
雇
傭
人
屑
 は
、
 平
生
の
抜
参
り
に
も
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
 比
 重
は
極
め
て
低
く
、
お
 

蔭
 詣
で
に
至
っ
て
、
俄
然
顕
著
な
存
在
と
な
る
。
 

既
に
、
宝
永
二
年
の
お
 蔭
 詣
で
に
も
傭
人
が
多
く
 、
こ
 の
時
の
霊
験
譚
を
集
録
し
た
「
伊
勢
大
神
宮
 続
 神
異
 記
 」
 に
 扱
わ
れ
た
傭
人
だ
 

け
で
も
、
十
一
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

次
の
明
和
八
年
に
は
伊
勢
御
師
乗
田
氏
の
「
讃
岐
参
宮
 帳
 」
に
多
数
の
雇
傭
人
が
見
ら
れ
る
が
、
更
に
、
文
政
 十
 三
年
に
も
数
多
い
例
 

が
 挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
明
和
八
年
に
ほ
、
こ
の
外
、
接
 浄
土
正
株
 村
 で
ほ
、
村
民
百
奈
名
の
外
、
同
村
岡
本
家
で
 は
 、
沢
山
の
下
男
、
下
 

女
が
抜
参
り
し
、
そ
の
間
、
手
不
足
で
困
る
程
で
あ
っ
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を
 黙
認
す
る
と
い
う
以
上
に
積
極
的
な
援
助
を
与
え
る
 場
合
も
あ
り
、
文
政
十
三
年
の
お
 蔭
 詣
で
に
、
阿
波
藩
主
 は
 、
施
行
船
、
施
行
 駕
 

な
ど
の
外
、
米
二
一
千
石
を
提
供
し
、
 
又
 大
和
郡
山
藩
主
 

 
 

蔭
 詣
で
に
彼
等
隷
属
 層
 

ィ
と
 

囲
ま
で
参
加
さ
せ
る
に
役
立
っ
た
の
は
、
領
主
、
主
 

人
の
規
制
の
完
全
な
解
除
と
共
に
、
畿
内
を
中
心
と
し
た
 周
辺
の
大
々
的
な
援
助
で
あ
 

誇
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
 あ
る
が
故
に
、
お
 蔭
 詣
で
の
成
立
し
 ぅ
る
 沿
道
の
 、
接
 待
 、
施
行
に
就
 て
、
 触
れ
る
 

 
  
 

近
 

必
要
が
あ
ろ
う
。
 

ス
 、
農
村
の
み
な
ら
ず
、
都
市
で
も
同
様
で
あ
る
。
 

例
え
ば
、
和
泉
 堺
 で
も
 

ぎ
地
 市
中
家
侍
を
初
め
下
女
、
下
男
に
至
る
ま
で
、
 追
 々

駆
出
し
 

の
 状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
、
こ
こ
堺
で
は
、
多
く
の
 鍛
 治
 職
人
が
 皆
 飛
出
し
て
亭
主
一
人
と
な
っ
た
り
、
 又
茶
 立
 奉
公
人
、
 垢
 す
り
 女
 

等
と
唱
え
ら
れ
る
売
女
や
傾
城
ま
で
も
出
掛
け
よ
う
と
 し
た
。
（
 

l
 
5
 ）
 又
 そ
の
外
、
江
戸
で
は
、
豪
商
三
井
家
で
は
、
 奉
 公

人
の
中
に
、
お
 蔭
叱
 
-
m
 

で
に
参
加
す
る
も
の
は
、
解
雇
す
る
と
申
渡
し
、
夫
々
 誓
 約
 書
を
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
（
 

眩
 ）
こ
れ
ら
の
申
に
 農
 村
 の
み
な
ら
ず
、
都
市
 

に
お
け
る
雇
傭
人
屑
 の
 、
お
 蔭
 詣
で
に
対
す
る
強
い
関
心
 と
 希
望
と
が
窺
わ
れ
よ
 う
 。
 

か
く
の
如
く
、
平
常
余
り
現
わ
れ
な
い
雇
傭
人
屑
 が
 、
お
 蔭
 詣
で
に
至
っ
て
 殺
 倒
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
 恐
ら
く
、
平
生
の
抜
 

参
り
で
は
、
領
主
家
長
の
寛
容
な
態
度
も
 、
 精
々
家
族
 止
り
で
更
に
進
ん
で
雇
傭
人
 造
 に
は
及
び
難
か
っ
た
の
で
 あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
 平
 

生
 雇
傭
人
が
抜
参
り
を
 敢
て
 冒
す
為
に
は
、
解
雇
等
の
 大
き
な
犠
牲
な
し
に
は
行
わ
れ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
 考
え
ら
れ
る
し
、
又
、
 

彼
等
に
は
一
般
に
、
旅
費
の
準
備
も
無
理
で
あ
っ
た
で
 あ
ろ
う
。
従
っ
て
平
年
の
抜
参
り
は
、
大
体
家
族
止
り
で
 あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
 

一
旦
、
お
 蔭
 詣
で
に
な
る
と
主
人
、
領
主
の
態
度
が
極
度
 に
 緩
和
す
る
結
果
、
奉
公
人
屑
に
も
初
め
て
一
般
的
に
 参
宮
の
自
由
が
与
え
 も
 

ね
 、
こ
こ
に
家
族
か
ら
、
更
に
雇
傭
人
屑
に
道
、
参
宮
 の
機
会
が
拡
大
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
 家
長
、
領
主
が
、
こ
れ
 



上
掲
の
如
く
、
一
銭
の
準
備
な
く
し
て
、
却
っ
て
 放
 そ
 の
他
の
土
産
一
切
を
買
い
調
え
て
帰
国
す
る
者
や
、
施
行
 の
 銅
銭
が
重
く
て
 こ
 

れ
を
銀
貨
に
替
え
て
戻
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
 文
 政
 十
三
年
の
お
 蔭
 詣
で
に
六
度
の
参
宮
を
繰
り
返
し
た
 名
古
屋
の
其
の
如
く
 、
 

 
 

僅
か
な
費
用
や
、
文
無
し
で
も
、
遥
々
参
宮
を
成
し
遂
げ
 る
こ
と
が
で
き
る
 為
、
 

お
か
げ
参
り
は
、
別
所
御
丁
寧
に
て
大
難
儀
に
 候
 

（
㏄
）
 

と
 

歎
声
を
放
っ
て
い
る
。
 

も
と
よ
り
 

な
す
・
・
・
 

者
も
あ
り
、
 
文
 

京
の
子
供
 

の
有
様
で
あ
っ
 

次
の
文
政
十
 

の
額
も
莫
大
で
 

そ
の
内
の
一
 

中
施
行
を
続
け
 

て
、
 中
に
は
、
 

ほ
 、
参
宮
者
の
 

一
銭
の
た
く
ほ
 
へ
な
 き
も
の
の
、
御
祓
其
体
み
や
け
も
の
 ず
い
ぶ
ん
滞
り
な
く
、
 
買
と
ト
 
の
へ
、
め
で
た
く
無
事
 に
 帰
国
 

杯
は
 、
竜
文
も
拷
木
 申
 、
 ぬ
 け
田
 候
に
 、
下
向
に
は
 銭
 を
 銀
に
 替
候
て
 帰
り
優
子
供
大
分
 候
 

@
 
㏄
）
 

た
と
い
う
の
も
、
 
必
 ら
ず
し
も
荒
唐
無
稽
の
報
告
で
は
 な
い
。
 

三
年
の
お
 
蔭
 詣
で
に
も
、
至
る
所
施
行
が
見
ら
れ
、
 

施
 打
銭
、
施
行
 舟
 、
施
行
信
、
施
行
端
 等
幾
種
 に
も
 亘
り
、
 且
 つ
そ
 

（
 
的
 ）
 

あ
っ
た
。
 

例
を
挙
ぐ
る
な
ら
 ぼ
 、
伊
勢
朝
熊
山
万
金
丹
本
舗
野
間
 家
が
山
田
の
出
張
所
で
、
文
政
十
二
一
年
、
半
力
年
間
の
御
 

蔭
 参
り
 

（
 
ワ
 ）
 

毎
日
数
十
人
を
宿
泊
さ
せ
、
施
行
湘
に
要
し
た
米
は
 凡
そ
六
十
五
、
宿
泊
人
数
二
千
百
六
十
二
一
人
に
及
ん
だ
 
。
従
っ
 

施
行
の
為
に
、
困
却
す
る
村
も
あ
り
、
例
え
ば
、
摂
津
 正
正
株
 村
は
 、
伊
勢
神
宮
よ
り
程
遠
く
 、
 従
っ
て
こ
こ
の
 通
過
者
 

一
部
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
 

 
  

 
 
 

従
っ
て
中
に
ほ
 、 

 
 

 
 

 
 

 
 



近世参詣の国民化 

い
き
お
い
零
細
民
が
多
い
。
 

先
 き
の
本
田
村
で
も
五
石
 か
 ら
 
一
石
迄
の
三
六
戸
中
二
五
戸
が
、
一
石
未
満
の
も
の
 十
二
戸
中
 セ
 戸
が
参
加
 

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
平
年
で
ほ
、
到
底
及
び
も
っ
か
 ぬ
下
層
 民
や
 、
貧
困
者
や
、
妻
子
、
雇
傭
人
等
が
、
 

お
 蔭
 詣
で
の
中
核
を
占
め
 

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
則
ち
沿
道
至
る
所
の
施
行
、
接
 特
 に
よ
り
、
全
く
の
文
無
し
が
僅
か
な
負
担
で
日
頃
の
念
 願
が
 達
せ
ら
れ
、
き
ら
 

に
そ
の
自
由
奔
放
な
行
動
に
対
し
、
封
建
領
主
、
家
長
、
 主
人
の
規
制
が
極
度
に
緩
和
さ
れ
、
容
認
さ
れ
る
為
に
 、
女
房
、
幼
少
年
等
の
 

家
族
は
も
と
よ
り
、
奉
公
人
造
 も
 、
 誰
 樺
か
ら
ず
家
を
 飛
び
出
し
、
心
か
ら
の
解
放
感
を
味
い
得
た
の
で
あ
る
。
 従
っ
て
平
年
よ
り
も
、
 

更
に
経
済
的
に
、
身
分
的
に
下
級
の
人
々
の
多
数
の
参
 加
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
 

の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
平
年
の
抜
参
り
に
は
、
一
般
 

江
戸
時
代
に
入
り
、
参
宮
が
一
般
化
し
、
平
素
で
も
、
 年
 

に
 施
行
、
接
待
が
伴
わ
な
い
か
ら
、
人
々
は
放
参
り
に
よ
 

間
数
十
万
を
記
録
す
る
よ
う
に
な
り
、
当
然
そ
の
参
加
者
 

り
 身
分
的
制
約
は
切
断
 

ほ
 全
国
的
に
中
小
農
 

民
 、
中
小
商
人
に
ま
で
及
び
、
む
し
ろ
そ
れ
が
中
核
を
 占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
乍
ら
、
そ
の
主
た
る
も
 の
は
家
長
で
あ
っ
て
 、
と
 

く
に
遠
隔
地
で
ほ
家
族
は
比
較
的
少
な
く
、
且
つ
困
難
 で
あ
っ
た
。
ま
し
て
雇
傭
人
は
、
経
済
的
に
、
身
分
的
に
 

殆
 ん
ど
望
み
薄
か
っ
た
。
 

こ
の
内
、
家
族
あ
る
い
は
時
に
は
雇
傭
人
が
、
そ
の
身
分
 的
栓
 桔
を
自
ら
解
き
放
っ
て
行
な
っ
た
参
宮
の
非
常
手
 段
 が
抜
参
り
で
あ
っ
た
 

し
 得
ら
れ
て
も
、
経
済
的
圧
力
か
ら
は
脱
却
し
得
な
い
。
 一
般
参
宮
者
同
様
、
一
定
の
旅
費
の
携
帯
を
必
要
と
し
 、
さ
も
な
く
ば
、
路
次
 

労
働
や
物
乞
い
Ⅱ
勧
進
な
ど
に
依
り
、
そ
の
調
達
を
図
 ら
 れ
ば
 な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
一
般
に
、
平
素
、
放
参
り
 を
 為
し
得
る
も
の
は
、
 

家
族
の
全
て
で
は
な
く
し
て
、
あ
る
程
度
、
蓄
え
の
用
 ゑ
 
思
 あ
る
者
か
、
道
中
相
当
の
辛
酸
に
耐
え
得
る
者
で
な
け
 れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
 

故
に
、
よ
り
多
数
の
家
族
又
は
日
雇
、
傭
人
等
は
 、
ま
 た
 経
済
的
、
身
分
的
に
も
参
宮
を
現
実
化
し
得
な
い
の
で
 あ
る
。
更
に
彼
等
と
 異
 

り
 、
独
立
生
計
を
営
む
一
家
の
長
で
あ
り
、
従
っ
て
 身
 公
的
に
は
全
く
自
由
の
身
乍
ら
、
経
済
的
に
参
宮
な
ど
、
 思
い
も
よ
ら
ぬ
下
級
 民
 

 
 

衆
も
尚
 膨
大
な
数
を
算
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

 
 

一
方
参
宮
の
風
潮
は
と
う
と
う
と
し
て
 拡
 ま
り
、
民
衆
 は
 等
し
く
こ
れ
を
切
望
し
て
い
る
。
し
か
し
乍
ら
、
彼
等
 下
級
民
衆
並
び
に
 家
 

5
5
 

族
 、
雇
傭
人
は
、
常
道
の
手
段
を
以
て
し
て
は
到
底
 こ
 れ
を
果
し
得
な
 



民
衆
の
か
か
る
不
満
と
希
望
と
が
広
汎
に
且
つ
根
深
く
 社
会
の
底
辺
に
拡
が
り
、
そ
こ
に
自
然
そ
の
矛
盾
の
解
決
 方
法
と
し
て
、
お
 蔭
 
6
 

詣
で
と
い
う
爆
発
的
な
奇
矯
な
参
詣
ブ
ー
ム
が
、
 間
歎
 的
に
勃
発
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
 は
 、
領
主
や
家
長
も
特
）
 

  

に
 寛
大
と
な
り
、
更
に
莫
大
な
施
行
に
依
っ
て
、
貧
農
、
 貧
困
者
、
雇
人
、
妻
、
子
等
も
容
易
に
参
宮
が
出
来
た
 の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
㏄
 

れ
が
、
五
、
六
十
年
毎
に
勃
発
し
た
こ
と
は
、
結
果
的
 に
 、
民
衆
の
大
半
が
、
生
涯
一
度
ず
つ
、
か
か
ろ
機
会
に
 遭
遇
す
る
こ
と
が
で
き
 

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
お
 蔭
 詣
で
と
い
う
奇
矯
な
現
象
 が
 、
社
寺
参
詣
の
一
般
的
現
象
で
は
な
く
し
て
、
ひ
と
り
 伊
勢
参
宮
独
自
の
現
象
 

で
あ
る
の
は
、
放
参
り
同
様
、
参
宮
が
国
民
的
行
事
化
 し
つ
つ
あ
り
、
当
時
一
般
参
詣
を
超
え
て
、
或
い
は
信
仰
 か
ら
又
は
観
光
手
段
と
 

し
て
民
衆
が
伊
勢
参
宮
を
最
も
強
く
希
望
し
て
い
た
と
 い
う
、
普
遍
的
な
国
民
的
意
志
が
前
提
と
し
て
存
在
し
な
 け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
 

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
に
よ
り
、
 平
 素
は
 
一
般
参
詣
者
の
群
よ
り
疎
外
さ
れ
て
い
た
下
層
 民
 、
 ス
は
 家
計
上
の
非
独
立
 

層
や
隷
属
 層
 に
も
、
参
宮
の
機
会
が
与
え
ら
れ
、
一
般
 参
詣
以
上
に
、
民
衆
の
よ
り
広
汎
な
階
級
、
階
層
が
遠
隔
 参
宮
に
参
加
し
得
る
に
 

至
っ
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
乍
ら
、
御
蔭
詣
で
の
参
加
者
の
悉
く
が
以
上
の
 と
う
に
施
行
、
報
謝
を
必
要
と
す
る
貧
困
者
や
下
級
民
衆
 、
 又
は
そ
れ
と
共
に
 

一
時
的
に
身
分
的
解
放
を
遂
げ
た
家
族
、
雇
傭
人
計
り
で
 ほ
 な
い
。
そ
の
 
件
 施
行
を
必
要
と
し
な
い
民
衆
も
ま
た
 多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

明
和
八
年
の
お
 蔭
 詣
で
に
 

追
口
砥
し
ゃ
 人
 無
数
・
道
者
宮
相
 成
 

と
あ
る
。
文
中
の
無
数
は
、
こ
の
場
ム
ロ
多
数
で
は
な
く
 

し
て
反
対
に
少
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
道
者
が
 宜
 し
く
な
っ
た
 
為
 、
報
謝
 

を
 受
く
る
者
が
減
少
し
た
と
い
う
の
は
、
報
謝
、
施
行
 を
 求
め
る
者
が
 、
 宜
し
く
な
い
者
即
ち
放
参
り
、
そ
の
他
 の
 貧
困
者
等
で
あ
る
こ
 

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
御
蔭
詣
で
に
は
、
 

施
行
を
必
要
と
し
な
い
余
裕
の
あ
る
者
も
ま
た
多
い
。
 文
 政
 十
三
年
の
御
蔭
詣
で
 

に
 、
伊
勢
街
道
の
別
符
村
の
上
宿
者
は
、
 

圭
三
月
朔
日
 丁
 八
日
進
一
、
八
三
 0
 人
 



 
 

艶
 
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

    

三
一
九
人
 

九
日
 

二
六
九
人
 

十
日
 

二
九
一
人
 

十
一
日
 

（
以
下
略
）
 

 
 

程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
御
蔭
詣
で
の
中
に
は
 

 
 

頭
の
指
物
、
金
目
見
つ
も
り
、
三
百
面
計
り
に
て
 

、
参
 雷
す
 

の
豪
著
 な
者
や
 、
 

参
宮
人
 銭
 を
ま
く
事
、
お
び
た
 
ゴ
 し
く
、
こ
つ
じ
き
 
杯
 は
 、
一
日
に
 弐
 貫
文
も
ひ
ろ
う
と
 
聞
 

 
 

も
 少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
施
行
を
必
要
と
 

せ
ず
、
随
時
に
参
宮
が
 

出
来
る
に
も
拘
ら
ず
、
群
集
心
理
に
駈
ら
れ
て
、
こ
の
 

機
会
に
殺
到
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

か
く
の
如
く
、
貧
困
者
、
下
級
民
衆
、
奉
公
人
等
に
交
 

っ
て
、
多
数
の
一
般
民
衆
も
参
加
し
、
こ
こ
に
短
時
日
の
 

間
 に
時
に
数
百
万
人
 

の
 参
宮
量
を
記
録
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
 

恐
ら
く
、
信
仰
上
、
他
社
寺
参
詣
を
拒
否
す
る
浄
土
真
 

る
 
ホ
 、
日
蓮
宗
の
駕
 
儲
ぬ
辞
ス
は
 

足
腰
立
た
ぬ
老
人
、
病
人
等
 
を
 除
く
多
数
の
も
の
 

が
 、
し
か
も
相
当
広
汎
な
地
域
に
直
っ
て
参
加
し
た
の
で
 

あ
る
。
か
か
る
異
常
な
社
会
宗
教
現
象
を
 

、
殆
 
ん
ど
期
待
 
さ
れ
難
い
ん
 
コ
 日
に
比
し
 



-
 
㎎
）
稽
古
 談
 、
四
（
日
本
経
済
大
典
十
七
）
 

尚
 伊
予
 周
 桑
郡
地
方
で
は
、
現
在
家
族
等
が
、
無
断
で
事
を
為
 す
こ
と
を
、
放
参
宮
す
る
と
言
う
そ
う
で
あ
る
（
九
州
大
学
文
 学
部
越
智
重
明
 

  

の
 下
け
を
受
け
ず
に
国
を
出
る
と
い
う
家
族
倫
理
の
破
壊
、
領
 中
的
規
制
の
違
犯
と
い
う
二
重
の
不
法
行
為
を
犯
す
こ
と
か
、
 
そ
 
れ
で
あ
っ
て
 
、
 

 
  

 

本
項
 で
取
扱
わ
れ
る
放
参
り
は
、
大
体
こ
の
 範
畦
に
 属
す
る
も
 
の
と
解
し
て
頂
き
た
い
。
 

し
か
し
、
放
参
り
に
は
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
、
単
に
領
主
 へ
の
手
統
を
経
ず
に
、
参
詣
に
飛
び
出
す
も
の
を
指
す
場
合
も
 

 
 

 
 

 
 

藩
の
寛
文
元
年
宝
貝
萩
原
皮
 一
 、
寛
文
 元
 、
王
八
、
一
、
津
軽
 落
田
ョ
巴
及
び
同
寛
政
四
年
（
 同
 二
、
寛
政
 四
 、
 ニ
 、
十
九
 要
 記
秘
鑑
 ）
の
 布
 

命
や
、
毛
利
藩
の
正
徳
四
年
の
抜
参
り
禁
止
令
（
毛
利
文
車
 法
 令
 二
十
八
 ノ
 円
山
口
県
立
文
書
館
 蔵
 ）
等
は
こ
の
例
に
屈
す
る
  
 

更
に
、
江
戸
中
期
以
降
倹
約
の
一
環
と
し
て
 各
藩
 は
し
ば
し
ば
 
他
国
参
詣
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
の
禁
令
を
無
視
し
て
、
 参
 詣
す
る
こ
と
 

も
亦
 、
 拡
 参
り
と
称
さ
れ
て
い
る
。
 

例
え
ば
佐
賀
藩
で
文
化
八
年
 
-
 
佐
賀
 諸
達
並
 触
書
 四
 、
文
化
人
 

十
一
 
-
 同
し
く
、
天
明
十
年
 
-
 
諾
 達
 振
天
明
 干
 、
七
、
 

甘
六
 、
以
上
 

 
 

等
 が
そ
れ
で
あ
る
。
 

（
 
2
 ）
当
代
記
、
慶
長
十
九
年
八
月
 

（
 
3
@
 
 青
森
県
吏
 一
 、
寛
文
 
元
 、
千
入
、
一
一
条
、
津
軽
薄
日
 記
 

-
4
@
 
越
中
史
料
 二
 、
延
宝
 八
 、
九
 富
 円
覚
書
 

-
5
@
 
 毛
利
文
庫
法
令
一
四
 0
 ノ
七
 

（
山
口
県
立
文
書
館
所
蔵
 
 
 

（
 
6
 ）
会
津
家
世
美
紀
士
 
0
 、
貞
享
 四
 、
十
、
十
二
 

（
 
7
 ）
 
同
 

七
四
、
元
禄
 四
 、
三
、
 
廿
九
 

（
 
8
 ）
 
続
其
袋
 所
収
（
日
本
俳
書
大
系
五
）
 

（
 
9
 ）
藩
法
案
一
岡
山
蕗
上
法
令
集
第
十
一
、
 

範
 八
十
二
他
所
行
 

@
 
）
御
代
々
 
御
 式
目
元
 ｜
 十
六
（
米
沢
市
立
図
書
館
 蔵
 、
史
 
料
 編
纂
所
蔵
ミ
ニ
コ
 
ピ
 !
 よ
り
）
 

（
は
）
近
世
 藩
 資
料
集
成
二
の
一
七
三
頁
、
 

御
 刑
法
草
書
 

う
 ）
福
岡
県
史
料
四
の
六
 
0
 頁
 、
小
倉
藩
法
令
及
び
京
都
郡
 誌
 三
三
 0
 頁
 



近世参詣の国民化 

氏
 教
示
）
。
か
つ
て
の
放
参
宮
の
か
な
り
普
遍
的
な
風
習
を
物
 語
る
も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
。
 

@
 
）
以
上
山
口
県
立
文
書
館
毛
利
文
庫
法
令
一
四
 
0
 ノ
七
、
 二
八
 ノ
四
 、
十
六
 ノ
ハ
 、
十
九
、
二
 0
 、
二
三
、
二
五
 

㌔
）
浜
松
市
 史
 史
料
 編
二
 、
所
収
文
書
 

花
 ）
守
山
 藩
御
 都
方
日
記
（
阿
部
善
雄
 氏
ノ
一
ト
 よ
り
）
 

（
Ⅱ
）
金
毘
羅
吉
蔵
、
金
毘
羅
 宮
 史
料
五
十
九
所
収
金
光
箆
口
 帳
 宝
暦
十
四
、
五
、
 廿
二
 

尭
 ）
御
代
々
 
御
 式
目
元
 ｜
 十
六
尺
三
十
三
 

（
㎎
）
（
 
6
-
@
 

及
 -
7
-
 

@
 
）
以
上
仙
台
市
吏
人
資
料
編
一
、
享
保
十
一
、
二
、
評
定
 
所
格
式
帳
及
び
仙
台
 藩
 農
政
史
の
研
究
三
二
八
頁
及
び
三
二
九
 頁
 所
収
 

@
 
）
前
場
守
山
蕗
組
都
市
日
記
 

（
㌶
）
 惣
町
 大
帳
る
が
 

教
 資
料
 抜
書
 （
 
九
 大
九
州
文
化
史
研
究
所
蔵
 @
 

宛
 ）
伊
勢
神
宮
 続
 神
異
 記
 
（
神
官
参
拝
 
記
 大
成
）
 

@
 
）
飽
海
郡
 誌
二
ノ
三
 風
俗
 編
 所
収
農
民
古
風
説
 

尚
 、
幕
末
熊
本
 藩
 久
住
 手
 大
相
通
 村
 の
 清
市
が
 往
来
手
形
木
所
 持
 、
狽
に
筑
前
箱
崎
八
幡
 社
江
 参
詣
い
た
し
 罷
帰
 、
途
中
筑
後
 内
に
 而
 、
日
雇
 

稼
 …
と
あ
る
の
も
、
一
種
の
抜
参
り
に
よ
り
 
族
費
に
 窮
し
て
 の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

（
徒
刑
以
下
中
波
 
書
 、
九
大
九
州
文
化
史
研
究
所
蔵
 -
 

（
 
E
,
 

一
）
上
田
小
厚
志
 

セ
 0
 
一
頁
参
照
 

仰
論
 、
抜
参
の
源
流
）
 

0
 し
か
し
こ
れ
を
以
て
、
放
参
り
 

尚
 桜
井
徳
太
郎
氏
は
、
現
在
放
参
り
が
例
外
な
く
、
男
女
共
に
 

の
 全
部
を
尽
し
た
と
は
言
い
難
い
。
若
し
抜
参
り
が
、
成
年
 

若
者
で
あ
る
事
に
よ
り
、
こ
れ
を
成
年
式
と
結
び
付
け
て
い
る
 

式
 参
詣
の
一
般
的
な
形
式
 

（
日
本
民
間
信
 

な
ら
ば
、
伊
勢
神
宮
の
み
な
ら
ず
多
く
の
社
寺
に
見
ら
る
べ
き
 、
普
遍
的
な
現
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
桜
井
氏
の
 挙
例
で
も
、
 対
 

馬
上
泉
 郡
 峰
村
吉
田
の
、
「
天
童
参
り
二
例
以
外
は
、
放
参
り
 は
 全
て
伊
勢
神
宮
の
み
で
あ
る
。
実
際
史
料
的
に
も
全
て
伊
勢
 神
宮
に
限
ら
れ
 

る
の
で
あ
り
、
 抜
 参
り
は
 殆
 ん
ど
伊
勢
参
宮
の
み
に
見
ら
れ
る
 独
自
の
形
態
で
あ
る
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
上
、
棚
参
り
は
 上
 述
の
如
く
 、
若
 

）
 

者
だ
け
に
限
ら
ず
、
妻
、
女
子
、
雇
傭
人
等
も
多
い
の
で
あ
る
 

っ
て
、
放
参
り
は
成
年
式
参
詣
の
一
般
的
形
式
で
ほ
な
く
 、
そ
れ
以
上
の
㈹
 

重
要
な
理
由
に
基
づ
く
こ
と
は
、
上
記
の
説
明
か
ら
も
明
白
で
 あ
ろ
う
。
 

5
9
 

こ
の
様
な
現
象
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
 厘
 々
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
 。
詳
し
く
ほ
知
ら
な
い
が
、
中
世
大
に
モ
 ノ
 ，
サ
ン
・
 
ミ
ツ
シ
エ
 ル
 参
り
に
 子
 



供
 が
集
団
的
に
出
掛
け
て
ゆ
く
の
も
類
似
の
現
象
で
あ
ろ
 ヮ
か
 

五
年
二
月
号
座
談
会
明
治
の
は
じ
め
の
頃
竹
山
道
雄
氏
 
雑
誌
「
 

心
 」
昭
和
 冊
 

談
 

@
 
）
大
日
本
史
料
十
二
編
 
ノ
二
 慶
長
九
年
三
月
 是
 同
条
 

（
 
神
 ）
倭
訓
平
上
お
か
げ
ま
い
り
 

（
 
答
 ）
 
玉
 か
つ
ま
 
三
 
伊
勢
の
お
直
奏
 

（
 
鴉
 ）
石
原
家
記
上
宝
永
二
年
 

菊
 ）
明
和
 続
後
 神
異
 記
 
（
神
宮
参
拝
 記
 大
成
）
 

（
 
組
 ）
神
官
文
庫
厳
明
和
八
卵
 年
 伊
勢
 国
 御
影
参
宮
 並
 施
行
 之
控
写
 。
 

冤
 ）
御
蔭
参
宮
文
政
神
異
計
上
（
神
宮
参
拝
 
記
 大
成
）
 外
、
 御
蔭
 参
 雑
記
も
同
じ
。
藤
谷
俊
雄
 氏
 「
近
世
お
か
げ
ま
い
り
 
考
下
 」
（
立
命
館
文
学
一
 

五
四
）
 

（
㏄
）
以
上
註
ハ
 
0
 ）
及
び
島
原
 藩
 旧
記
宝
永
、
二
、
三
、
八
（
 寺
田
 猛
氏
編
 伊
勢
神
官
崇
敬
島
原
薄
日
記
妙
所
収
森
山
恒
雄
氏
 よ
り
借
用
）
 

（
 
糾
 ）
山
田
正
夫
氏
「
近
世
に
 
於
る
 農
民
の
伊
井
参
宮
に
つ
い
 て
 」
（
史
学
研
究
 八
 0
 ）
 

@
 
）
「
豊
中
史
料
」
一
一
フ
一
二
七
頁
所
収
新
田
山
宋
詞
 

-
<
b
 

）
伊
藤
棚
平
氏
「
地
方
都
市
の
研
究
」
三
四
頁
 

釘
 ）
神
宮
文
庫
 
蔵
 、
来
 日
氏
 伊
丹
参
宮
腹
文
政
十
三
年
 

（
㏄
）
西
宮
市
 史
 第
二
巻
第
九
章
二
、
万
 覚
 日
記
帳
 

（
㏄
）
豊
中
市
 史
 第
二
巻
第
三
章
 

茄
 ）
浜
松
市
 史
 史
料
 編
二
 、
都
田
村
年
代
手
鑑
 

（
Ⅱ
）
鶴
岡
市
史
上
三
八
一
頁
、
滝
沢
八
郎
兵
衛
日
記
 四
 

但
し
本
書
に
文
化
十
三
年
と
あ
る
の
は
誤
り
で
、
私
か
ら
の
 照
 会
 に
対
し
編
者
か
ら
の
訂
正
が
あ
っ
た
 り
 

あ
 ）
以
上
い
せ
 
参
 御
蔭
 之
 日
記
 
-
 神
宮
参
拝
 記
 大
成
）
 外
 

前
掲
藤
谷
 氏
論
 穂
蓼
 昭
 

む
 ）
吉
岡
大
笑
 氏
 
「
抜
け
参
り
の
研
究
」
所
収
 

紐
 ）
大
江
俊
光
 記
 宝
永
二
年
 
壬
 四
月
十
一
日
及
び
大
坂
 市
史
一
 二
 、
七
八
九
頁
御
紋
 

風
聞
で
あ
ろ
う
が
、
久
留
米
の
石
原
家
記
宝
永
二
年
 抜
 参
伍
 十
 万
人
と
五
事
不
知
 

(@60@)@ 60 



行
 ）
前
掲
げ
せ
 
参
 御
蔭
 之
 日
記
 

化
 

彼
 ）
越
後
の
真
宗
門
徒
が
、
明
和
八
年
の
御
蔭
詣
で
に
無
関
 
心
 で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
た
ま
た
ま
こ
こ
を
通
過
し
た
 乎
 賀
 源
内
が
誌
し
て
い
 

国
民
 

る
 （
 
鳩
 浜
道
 事
 ）
。
 

の
 

   
 

'
"
 

。
 
コ
且
 

参
 

 
 

 
 

近
世
 

 
 

と
あ
る
り
 

お
 ）
神
宮
参
拝
 記
 大
成
所
収
 

（
 
何
 ）
大
坂
南
史
 四
 、
九
二
五
頁
口
達
 

行
 ）
来
同
氏
讃
岐
参
宮
 
帳
 
明
和
八
年
及
び
文
政
十
三
年
。
 但
し
文
政
十
三
年
に
は
、
放
参
り
の
説
明
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
 し
い
子
供
女
房
等
が
 

多
い
。
 

（
 
穏
 ）
 
基
 照
会
 記
 同
年
四
月
十
四
日
、
北
小
路
俊
光
日
記
同
年
 壬
 四
月
十
一
日
「
 月
 空
見
聞
 集
 」
 

（
 
鶴
 ）
 
註
綴
に
 同
じ
 

（
 
舶
 ）
 
註
 ㏄
 

打
 ）
曲
手
雑
記
五
泉
州
堺
の
入
の
書
状
 写
 

姦
 ）
三
井
高
場
 氏
 越
後
尾
 覚
 隈
所
収
史
料
 

冤
 ）
神
官
参
拝
 記
 大
成
及
び
小
寺
銭
之
助
氏
「
宮
崎
県
社
会
 経
済
史
」
二
十
四
頁
所
収
史
料
 

弦
 ）
抜
歩
善
悪
教
訓
 
鑑
 
（
神
宮
参
拝
 
記
 大
成
）
 

（
 
臆
 ）
い
せ
 参
 御
蔭
二
日
記
 

亮
 @
 
 文
政
十
三
年
御
蔭
 参
 雑
記
（
同
上
書
所
収
）
外
に
前
掲
 藤
谷
 氏
 論
文
 

（
 
軒
 ）
文
政
十
三
年
御
蔭
 
参
 雑
記
 

（
㏄
）
西
宮
市
立
第
二
九
巻
章
二
、
旧
記
 調
 

菊
 ）
前
掲
 い
 せ
 参
 御
蔭
 之
 日
記
 

（
㏄
）
文
政
十
三
年
玉
三
月
朔
日
方
御
蔭
参
上
宿
人
数
 帳
 
（
 
神
 官
立
川
 蔵
 ）
 



現
代
に
お
け
る
人
間
の
実
存
は
、
自
己
疎
外
（
組
子
の
（
の
 
口
 （
 
目
 
（
の
 
日
 手
細
）
の
状
況
の
も
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 
過
去
に
お
け
る
よ
り
 

も
 、
人
間
と
し
て
の
諸
権
利
や
文
化
は
増
大
し
、
発
展
 し
つ
つ
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
に
と
っ
て
 
本
 来
、
道
具
と
し
て
の
 技
 

術
 、
「
 カ
 と
し
て
の
知
識
」
（
Ⅱ
㏄
 
お
 。
 コ
 ）
は
 、
 逆
に
そ
 の
 主
人
た
る
人
間
に
と
っ
て
制
御
し
得
な
い
も
の
と
な
つ
 て
 、
反
逆
し
て
来
た
。
 

こ
の
人
間
の
疎
外
の
原
因
を
 、
 単
な
る
科
学
の
発
展
や
機
 械
 、
技
術
の
進
歩
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
結
果
と
し
て
断
罪
 す
る
こ
と
は
、
こ
の
ま
 

し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
あ
る
意
味
で
、
過
去
へ
の
 逆
転
を
希
求
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

す
で
に
人
間
疎
外
の
要
因
の
大
き
な
も
の
は
、
 

一
 っ
 に
は
、
近
代
資
本
制
社
会
の
構
造
に
由
来
す
る
も
の
 で
あ
っ
て
、
人
間
性
の
回
復
 

 
 

餌
の
第
一
歩
は
、
社
会
体
制
の
矛
盾
を
止
揚
し
て
、
 
新
し
い
矛
盾
な
き
平
等
な
社
会
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
 て
 、
疎
外
の
要
因
の
大
半
は
 

 
 

ま
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

も
と
も
と
機
械
技
術
そ
の
も
の
は
、
人
間
に
と
 

そ
れ
を
用
い
る
人
間
が
平
等
で
あ
り
、
平
和
で
あ
る
 正
 

っ
て
中
立
的
な
も
の
、
無
記
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
 

義
の
社
会
を
め
ざ
し
て
、
そ
れ
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ
は
 圭
 

い
る
人
間
の
在
り
方
に
相
関
 
め
 

ロ
 な
る
も
の
に
も
な
り
 

 
 

 
 

胎
 

的
な
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

  

田 

"; ア リ 王 

正 

英 

「
 
出
 
4
%
 

 
 レ

 

・
 

」
 

と
 
「
 
安
 
ら
 

 
 

@
 
・
 Ⅴ
」
 



ぅ
る
 
。
機
械
・
技
術
の
進
歩
は
 

、
必
 ら
ず
し
も
人
問
を
 

不
幸
に
し
、
非
人
間
化
す
る
と
は
限
ら
ず
、
逆
に
正
し
く
 

用
い
れ
ば
、
人
間
の
幸
 

4
 

 
 

福
を
増
進
す
る
と
見
る
の
が
、
進
歩
を
中
心
と
し
た
 

ヒ
 ユ
 ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
で
も
あ
る
。
 

 
 

へ
｜
 
ゲ
ル
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
「
そ
れ
自
身
か
ら
疎
外
 

さ
れ
た
精
神
」
 

宅
 精
神
現
象
学
」
）
は
、
マ
ル
ク
ス
に
 

お
い
て
は
、
 
へ
｜
ゲ
ゆ
 

ル
 の
ご
と
く
普
遍
的
な
世
界
と
歴
史
の
解
釈
の
原
理
で
は
 

な
く
、
外
な
ら
ぬ
人
間
の
悲
し
む
べ
き
抑
圧
の
原
理
で
 

あ
り
、
非
人
間
化
の
原
 

理
 と
し
て
、
「
労
働
に
お
け
る
自
己
疎
外
Ⅰ
を
捉
え
、
 

ま
 た
 、
現
実
の
資
本
主
義
社
会
の
変
革
を
要
求
す
る
問
題
の
 

原
理
と
な
っ
た
。
資
本
 

 
 

 
 

 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
実
存
の
立
場
や
古
木
 

教
 的
実
存
に
お
い
て
 

は
 、
自
己
疎
外
は
、
歴
史
的
社
会
的
な
原
因
に
あ
る
の
 

で
は
な
く
、
人
問
 

そ
 

の
も
の
の
本
質
に
根
ざ
し
て
い
る
疎
外
す
な
む
ち
罪
で
あ
 

り
 、
そ
れ
か
ら
の
回
復
は
、
主
体
的
な
個
人
の
実
存
的
 

な
 覚
醒
、
自
覚
に
依
る
 

か
 、
絶
対
的
な
も
の
や
絶
対
者
、
神
に
よ
る
回
復
の
道
 

を
 求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
，
 

ヮ
な
 
自
己
疎
外
か
ら
の
回
復
の
方
法
に
お
け
る
 

一
 
一
つ
の
道
の
分
裂
 

は
 、
根
源
的
に
は
、
 

へ
｜
 
ゲ
ル
の
哲
学
 
の
 立
場
に
反
対
す
る
 

マ
ル
ク
ス
 
と
キ
エ
 
ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
に
ま
で
遡
っ
て
捉
え
る
 

ナ
 
」
と
が
可
能
で
あ
る
。
 

同
時
代
に
生
き
た
こ
の
二
人
の
思
想
家
は
、
と
も
に
、
 

へ
 ｜
 ゲ
ル
哲
学
が
そ
の
中
核
と
し
た
理
性
の
自
己
展
開
と
 

し
て
の
歴
史
過
程
の
 

捉
え
方
の
中
に
、
具
体
的
現
実
的
な
人
間
そ
の
も
の
の
 

自
己
喪
失
の
姿
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 

へ
｜
 
ゲ
ル
 の
 絶
対
的
普
遍
（
理
性
）
 

の
 立
場
に
対
す
る
 

個
 釣
具
体
的
人
間
（
感
性
）
の
強
調
に
 

在
 Ⅱ
 
ム
什
卜
 

卜
 
@
 
レ
ム
 

什
卜
い
 

。
（
 

2
 
）
 K
 
.
 

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
 

ト
 に
よ
れ
ば
、
「
 

キ
 エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
と
マ
ル
 

ク
ス
 の
思
想
に
お
い
て
、
結
局
、
歴
史
を
導
く
の
は
 

解
 放
さ
れ
た
人
類
全
体
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
大
衆
の
生
活
 

の
 一
般
的
及
び
外
面
的
 

条
件
を
前
に
し
て
決
断
し
 

、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
個
人
 

の
 自
己
自
身
と
の
内
面
的
実
存
的
関
係
の
た
め
に
決
断
す
 

る
と
い
う
こ
と
、
マ
ル
 



「出合い」と「安らい」 

寛 に ぅ 的 明 か 判苦 ゴ す と り し 両 ク しか をお 通い マものは 、 た人ス 
し し て も の ク を ク l し し の 到 し 、 ル の そ 神 

っ て 両 ク と れ た 

に エ 

、 ク 離 ク % 台 衆 キ 対ル 

    
確 （ の 人 こ   
イヒ イ車間 で 
し 

な ， 性 開 R ル そ 存 の 同 に 存 
がュ の し ・ フ の 存 分 じ お 在 

解 て 二 % 協 の 裂 
      放 い l l 訴 人 と へ て 面 よ 

が る バ グ 2 間 な 
必 実 の @ ル り 観 り 

然 現 で   、 も の     的 
@- し （ 限 が で 

人 
前 拝 鰍界考 ぎ 吠 えた き   ル " ノ 攻 " 間 
  ジ デ 撃 て は な 
日刊 Ⅱ 戸   

  仙て 題 彗 ロヨ 、 z （ 況 、 い い r らと レネん     
を と エ 実 大 ス い 
サま K フ存 きと 対 采待ふ，卸 
な 対 、 主 な キ 五 調 退 か そ 
れ   す E 義 現 ェ を 
て   の 代 ル 形 の ざ は 宗 る れ 和を に 却で 意 の 

白 さ い 教 文 ブ 批 の ケ 成 基 あ 味 は 
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一
 

実
存
哲
学
（
何
 
%
 ㌃
持
口
 
"
 
口
目
 0
 
の
 
o
Q
 
ま
 ③
が
、
そ
の
多
様
 な
 性
格
と
ニ
ュ
ー
ア
ン
ス
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 

端
を
発
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
（
マ
ル
セ
ル
 

ベ
ル
ジ
ャ
ー
 工
フ
 に
お
い
て
は
 
必
 ら
ず
し
も
そ
う
い
、
 

え
な
い
が
）
実
存
哲
学
と
 

い
 う
 名
称
は
 H
.
 ハ
イ
ネ
 

、
広
義
に
は
そ
の
中
に
パ
ス
カ
ル
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
 

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
 
L
 

リ
ル
ケ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
到
る
ま
で
加
え
ら
れ
る
。
 

ま
 た
 H
.
 ク
ー
ン
に
よ
れ
ば
実
存
主
義
（
③
 

（
 
6
 ）
 

パ
い
 
の
（
の
 

コ
 （
 
巨
 @
 
の
日
 目
し
は
一
つ
の
哲
学
に
 

の
み
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
 

広
般
 な
精
神
的
 運
 動
 で
あ
り
、
文
芸
に
お
い
て
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
実
存
的
 

実
感
を
捉
え
て
い
る
と
 

さ
れ
る
。
 

ま
た
現
代
の
実
存
哲
学
者
と
い
わ
れ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

目
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
サ
ル
ト
ル
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
に
つ
い
 

て
さ
え
も
、
そ
の
 
名
 

称
の
実
存
哲
学
ま
た
は
実
存
主
義
が
妥
当
す
る
か
ど
う
 

か
さ
え
疑
わ
し
い
と
み
ら
れ
る
。
 

存
在
や
超
越
の
形
而
上
学
に
昇
華
し
て
、
存
在
に
お
け
 る
 閉
鎖
性
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
 ら
な
い
。
す
な
わ
ち
 実
 

存
 に
お
い
て
は
、
「
汝
の
欠
如
 
態
 」
小
口
三
 
0
 の
 
ぬ
 寸
の
ぎ
）
 
の
 傾
向
を
生
み
出
し
て
い
る
一
つ
の
独
在
論
（
の
。
写
ゑ
 
の
ヨ
 
巳
 ）
と
な
っ
て
い
る
点
 

を
 捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
こ
の
追
究
を
通
し
て
、
「
孤
独
」
か
ら
「
田
令
 い
 」
（
㏄
の
㏄
 

0
 ㏄
 コ
 亡
臣
 
ぬ
 ）
へ
の
道
 た
 Ⅰ
開
ま
 
ヒ
 、
「
 安
 ㌔
つ
い
「
 
小
 
刃
 け
ず
③
の
問
題
に
到
 

る
こ
と
を
、
示
唆
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 や
 エ
イ
チ
 エ
 か
ら
出
発
し
た
実
存
新
口
 
学
 が
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 や
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
や
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
、
深
め
ら
れ
つ
っ
 も
 著
し
い
変
容
を
来
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
と
も
 
に
 、
そ
の
関
係
を
通
し
 

て
 、
「
我
と
 汝
 」
（
（
往
ロ
 
3
 年
 し
岸
 
）
の
「
出
ム
 ロ
い
 
」
（
口
の
 
港
 ㏄
 コ
 C
 月
）
と
し
て
の
実
存
を
捉
え
、
そ
こ
に
「
安
ら
 
い
 」
（
 屈
 ト
ず
の
）
を
見
出
 

さ
ん
と
す
る
 N
.
 

ベ
ル
ジ
ャ
 

エ
 フ
、
 

M
.
 

ブ
ー
バ
 

日
 
G
 ・
マ
ル
セ
ル
、
 O
.
F
.
 

ポ
ル
ノ
 

ウ
 の
立
場
を
実
存
の
 新
し
い
次
元
の
問
題
と
 

し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
 



㍉
期
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
名
称
で
総
括
で
き
る
も
 

の
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
発
展
と
と
も
 に
 、
「
自
然
と
恩
寵
」
、
「
 信
 

 
 

題
 で
解
体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
情
を
想
起
し
 ，
つ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 ま
 

）
 

 
 胎

た
 実
存
哲
学
に
も
、
「
実
存
哲
学
の
解
体
」
を
 予
 恕
 す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 
 
 

し
か
し
そ
れ
ら
の
個
々
の
不
一
致
や
多
様
性
を
も
含
め
て
 、
な
お
か
う
実
存
の
立
場
に
固
有
な
も
の
を
捉
え
る
と
 す
れ
ば
、
そ
れ
は
 キ
 

  

事
実
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
は
自
己
を
実
存
の
哲
学
者
 

と
し
て
定
位
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
「
存
在
」
の
哲
学
者
 

と
 名
づ
け
、
 
ヤ
ス
パ
 

｜
ス
 
も
ま
た
最
初
か
ら
、
実
存
主
義
は
実
存
哲
学
の
死
で
 

あ
る
と
断
定
し
、
実
存
哲
学
位
認
め
る
が
、
実
存
主
義
 

は
 顧
み
な
い
。
サ
ル
ト
 

ル
 に
お
い
て
は
最
初
か
ら
実
存
主
義
を
唱
え
る
に
到
っ
た
 

が
 、
し
か
し
そ
れ
は
ド
イ
ツ
的
な
実
存
哲
学
と
大
き
な
 

差
異
を
も
っ
て
い
る
。
 

そ
れ
ほ
単
に
無
神
論
的
な
実
存
の
立
場
に
あ
る
だ
け
で
 

は
な
く
、
社
会
的
な
変
革
と
「
参
加
」
（
の
 

コ
 
笘
も
 ヨ
 の
 
コ
 
（
）
 
実
存
を
と
く
に
 

自
 

己
の
中
に
閉
じ
込
め
な
い
で
社
会
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
 

を
め
ざ
し
て
超
越
の
問
題
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

マ
ル
セ
ル
及
び
 

べ
 ル
ジ
ャ
ー
 
エ
 フ
に
お
い
て
は
、
最
初
か
 

ら
 、
実
存
に
お
け
る
否
定
的
な
「
 

無
 」
を
超
え
る
「
 

汝
 と
の
出
合
い
」
の
方
 

向
 に
眼
を
向
け
て
い
る
点
で
も
ま
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

｜
 や
 ヤ
ス
パ
ー
ス
や
サ
ル
ト
ル
と
も
 

畢
 っ
て
い
る
。
し
か
し
 

ま
た
サ
ル
ト
ル
の
ご
と
 

く
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
自
己
を
無
神
論
的
な
実
存
主
義
 

者
 と
規
定
し
、
他
方
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
は
じ
め
、
 

ヤ
 ス
パ
ー
ス
や
マ
ル
セ
ル
 

き
 、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
有
神
論
的
実
存
主
義
者
と
し
て
 

区
別
す
る
点
か
ら
も
、
実
存
の
立
場
全
体
に
一
括
し
た
 

時
 質
を
見
出
す
こ
と
は
 

困
 

難
 で
あ
る
。
 

一
般
に
実
存
折
口
学
の
特
質
と
み
ら
れ
る
本
質
 

ハ
 
の
の
の
の
 

口
 
（
 
@
p
 

）
に
対
す
る
実
存
 

宋
乙
の
 

（
の
 

口
 
（
～
が
）
の
優
位
、
理
性
と
対
 

立
 す
る
実
存
に
お
い
 

て
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
本
質
を
否
定
せ
ず
、
 

ヤ
 ス
パ
ー
 
ス
は
 
理
性
を
す
て
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 



実
存
的
思
惟
者
 宋
准
 ぎ
の
～
の
 

コ
 倖
の
。
 
ロ
 0
 
ロ
 オ
ミ
 
）
は
そ
の
 上
 
ゑ
 味
で
体
系
的
思
惟
者
（
の
 

せ
 
の
（
の
 

ヨ
曲
 
（
 
@
 
の
り
 
ア
 の
～
し
の
 

コ
ダ
 
の
（
）
 
に
 対
立
す
る
。
 

実
存
す
る
思
惟
者
は
、
自
己
の
現
存
在
の
在
り
方
そ
の
 

も
の
、
生
の
現
実
の
苦
悩
、
不
安
、
 

罪
 そ
の
も
の
の
危
機
 
鉤
状
況
の
申
に
お
い
 

て
 、
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
思
惟
す
る
の
で
あ
り
、
 

自
 己
の
実
存
を
思
惟
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
 

し
ま
た
実
存
は
規
定
さ
 

ケ
 ゴ
ー
ル
に
お
い
て
ほ
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
 る
 。
「
哲
学
的
思
惟
は
真
の
矛
盾
を
見
な
い
。
絶
対
的
 選
択
は
意
志
に
対
し
て
 

（
 
B
 ）
 

の
み
存
す
る
」
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
い
う
。
 

を
 与
え
る
の
で
あ
る
 "
 す
 な
 む
 ち
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 お
い
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
単
独
者
（
 リ
の
 
～
 目
 ぎ
 お
す
の
）
と
し
て
の
 
自
 

己
の
存
在
す
な
む
ち
実
存
目
生
 
め
 
（
の
ロ
ド
）
は
 

、
 神
の
前
 に
 ?
0
 

～
の
。
 

痒
 ）
自
己
の
罪
（
の
田
山
⑧
を
自
覚
し
 、
そ
 れ
ゆ
え
に
ま
た
、
ま
さ
 

に
人
間
の
疎
外
（
Ⅱ
 口
 （
（
お
ヨ
 

&
E
 
月
 ）
状
況
が
、
一
時
的
 な
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
 罪
 と
し
て
決
定
的
な
も
の
で
 あ
る
こ
と
を
認
め
る
 立
 

 
 

（
 鰍
ぎ
き
ヨ
円
 0
 口
の
）
の
自
覚
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
 
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
 

の
 脱
出
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
自
己
の
力
 を
も
っ
て
し
て
は
如
何
と
も
し
え
な
い
と
こ
ろ
の
「
負
い
 目
 」
（
の
 
目
日
 ③
と
 ね
 

る
 。
そ
れ
ゆ
え
に
「
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
 Q
 目
の
で
の
り
 

鰍
 が
の
（
の
～
コ
円
）
に
安
ら
う
こ
と
の
で
き
る
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
論
 理
的
 思
惟
は
 、
キ
ヱ
ル
 

エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
の
極
め
て
宗
教
的
な
思
索
に
端
を
発
し
た
 

一
つ
の
特
別
な
雰
囲
気
を
も
っ
た
主
体
的
な
哲
学
に
 お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
 

ら
ぬ
。
 

J
.
 

ヴ
ァ
ー
 

ル
 が
実
存
の
立
場
を
先
ず
一
つ
の
 気
分
、
雰
囲
気
の
中
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
も
意
味
 

 
 

っ
て
一
応
、
実
存
の
立
場
を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
単
独
 者
の
存
在
に
お
け
る
主
体
的
な
超
越
の
問
題
提
起
と
し
 て
 限
定
せ
ざ
る
を
得
な
 

い
の
で
あ
る
。
 

「
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
個
体
的
な
も
の
を
抑
圧
す
る
 へ
 ｜
 ゲ
ル
の
世
界
精
神
に
対
す
る
闘
い
に
お
い
て
、
実
存
 哲
学
の
イ
デ
ー
を
 表
 

白
し
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
。
究
極
に
お
い
て
ほ
 、
キ
 ヱ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
極
め
て
簡
単
な
思
想
を
、
わ
れ
わ
れ
は
 格
別
新
し
い
と
名
づ
け
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
は
認
識
す
る
主
体
が
最
 祝
 が
ら
実
存
の
秘
密
の
中
に
沈
め
ら
れ
て
あ
る
こ
と
を
 主
張
し
た
。
こ
の
主
体
 

の
 実
存
性
を
表
現
に
も
た
ら
す
哲
学
の
み
が
価
値
多
き
も
 

 
 

を
な
し
、
そ
の
評
価
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（
 
7
 
l
l
 

）
 

と
し
て
も
、
そ
れ
は
神
か
ら
の
逆
説
的
な
再
生
（
 ヲ
 ぎ
仁
 の
 r
 
的
の
す
二
ト
（
）
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
 

、
思
惟
は
非
連
続
で
あ
 

る
ゆ
え
に
、
決
断
に
お
い
て
、
選
択
に
お
い
て
、
実
存
は
 真
理
に
伺
っ
て
反
復
し
、
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 。
そ
の
意
味
で
実
存
は
 

自
己
自
身
を
危
険
に
さ
ら
す
の
で
あ
り
、
実
存
す
る
 
宋
 甑
の
 
t
@
 

の
Ⅱ
の
 

コ
 ）
と
は
生
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
 罪
 を
神
の
前
に
感
ず
る
こ
 

と
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
実
存
は
最
高
の
価
値
で
あ
 る
と
と
も
に
罪
で
あ
る
と
い
う
逆
説
（
 巾
 a
r
a
 

宙
 o
 が
）
に
お
 い
 て
存
在
す
る
。
人
間
 

は
 自
ら
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
神
の
媒
 介
を
経
て
の
み
可
能
と
な
り
 ぅ
 る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 

「
反
復
」
と
い
 

時
に
お
い
て
の
時
と
永
遠
の
接
点
を
「
瞬
間
」
（
下
目
 
港
コ
 目
 n
F
 

）
と
い
う
。
実
存
が
瞬
間
に
お
い
て
反
復
す
る
こ
 

と
は
、
実
に
そ
こ
に
、
 
水
 

遠
が
 現
前
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
実
存
の
時
間
性
（
い
の
 
ョ
 
日
臼
ア
 の
 さ
 、
す
な
わ
ち
罪
の
顕
現
す
る
時
で
も
あ
る
。
 そ
こ
で
は
、
神
の
救
い
 

と
し
て
「
安
ら
い
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
逆
説
的
に
「
 罪
 あ
る
こ
と
」
の
自
覚
の
場
所
で
も
あ
る
。
「
時
の
充
実
 」
（
Ⅱ
 む
コ
 
の
も
の
（
い
の
ぎ
）
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は
 、
瞬
間
、
瞬
間
に
思
惟
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
決
断
 的
 思
惟
に
お
い
て
は
連
続
性
は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
 ま
 た
 実
存
は
、
絶
望
と
し
 

て
 自
己
の
前
に
、
そ
し
て
ま
た
神
の
前
に
顕
わ
に
さ
れ
た
 非
を
、
「
死
に
到
る
 病
 」
ハ
 %
 曲
目
オ
 

す
 の
 ぎ
き
ヨ
円
 。
宙
の
 

）
と
し
て
の
絶
望
を
 

、
 

（
 
巧
 ）
 

「
自
己
神
化
」
（
の
の
子
㏄
（
 

づ
 の
お
 黛
 （
の
コ
日
㏄
）
と
し
て
う
け
と
 

め
る
。
「
主
体
性
が
真
理
で
あ
る
」
と
い
う
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 １
ル
に
お
い
て
、
 そ
 

の
 主
体
性
 は
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
の
関
係
に
お
い
て
 顕
 わ
に
な
る
ゆ
え
に
、
真
理
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 宗
教
性
 A
 の
深
化
、
徹
 

底
が
 、
内
在
的
な
も
の
か
ら
逆
説
的
に
転
化
さ
れ
て
、
 絶
 対
酌
超
越
的
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
す
な
 む
 ち
 宗
教
性
 B
 に
出
会
う
の
 

で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
の
関
係
、
「
如
何
に
し
て
 
人
 は
 キ
リ
ス
卜
者
と
な
る
か
」
の
課
題
の
中
に
お
い
て
の
 み
、
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

の
 実
存
の
主
体
性
は
立
ち
 ぅ
 る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
 、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
 は
、
 神
の
前
に
立
つ
単
独
 看
的
実
存
で
あ
る
限
り
 

 
 

に
お
い
て
、
そ
れ
が
人
間
の
現
存
在
の
側
に
重
点
が
お
か
 ね
 、
反
復
（
 キ
 @
 
の
宙
の
 

ト
ア
 
0
 ざ
 %
 ）
や
決
断
（
門
口
（
の
（
 

ア
の
 
～
 
口
 u
 口
恥
）
が
強
調
さ
れ
た
 

（
 
4
 
i
 ）
 

に
木
 晢
 的
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
 

ナ
 な
わ
ち
か
れ
は
 ま
さ
に
そ
の
思
惟
に
お
い
て
実
存
す
る
の
で
あ
る
。
」
 

従
 っ
て
実
存
す
る
思
惟
者
 

れ
 得
ず
。
客
体
と
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
。
自
己
 自
 身
に
無
限
の
関
心
（
の
 o
r
 
ぬ
 ①
）
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
 
「
客
観
的
思
惟
は
 
、
思
 

催
 す
る
三
体
 と
 、
そ
の
主
体
の
実
存
と
に
対
し
て
冷
淡
 で
あ
る
が
、
主
体
的
思
惟
者
は
、
そ
の
上
、
実
存
す
る
も
 の
と
し
て
自
己
の
思
惟
 



エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
の
単
独
者
的
実
存
 

は
 、
か
く
の
ご
と
く
 

逆
 に
 超
越
へ
、
神
へ
と
 

向
 う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
 

、
す
べ
て
匿
名
の
 

に
よ
っ
て
荷
わ
れ
た
現
代
の
人
間
の
実
存
の
喪
失
、
人
 

間
の
平
均
化
、
水
平
化
に
対
し
て
批
判
せ
ざ
る
を
え
な
か
 

 
 

「
現
代
の
批
判
」
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
 

自
 己
の
疎
外
状
況
か
ら
、
日
常
的
世
界
の
頽
落
か
ら
、
 

自
 己
を
回
復
す
る
 

の
 自
己
覚
醒
を
も
意
味
し
た
。
 

し
か
も
同
時
に
本
来
的
自
己
の
立
場
か
ら
、
神
を
、
超
越
 

を
 求
め
る
実
存
と
し
て
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
 

キ
 エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
 

大
衆
 

た
め
 

の
 思
 

る
 。
 

こ
の
バ
ル
ト
の
立
場
は
 、
 余
り
に
も
き
び
し
い
断
絶
の
強
 調
 の
ゆ
え
に
、
「
愛
の
業
」
を
み
な
い
と
の
批
判
は
少
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

か
か
る
矛
盾
は
思
惟
に
お
い
て
で
な
く
、
信
仰
に
お
い
 

て
の
み
、
神
の
手
に
よ
っ
て
の
み
止
揚
さ
れ
う
る
。
し
か
 

 
 

（
 
田
 ）
 

ト
 の
い
う
ご
と
く
、
「
 

神
は
 天
に
在
り
、
人
は
地
に
あ
る
 
」
の
で
あ
る
。
神
と
人
間
と
の
無
限
の
質
的
差
別
断
絶
 

は
、
 消
え
去
る
の
で
は
 

な
い
。
こ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
思
想
の
中
核
を
 

、
 K
.
 バ
ル
ト
は
そ
の
神
学
の
出
発
に
あ
た
っ
て
と
り
あ
 

げ
与
 
Ⅰ
の
で
あ
 
ス
 
㌧
（
後
 
け
卜
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
用
語
法
を
払
拭
し
た
の
で
は
あ
る
が
 

）
従
っ
て
バ
ル
ト
に
よ
れ
 
ば
、
 神
へ
の
信
仰
は
「
 神
 の
 真
実
」
ハ
田
の
円
円
の
目
の
 

Q
o
 
（
（
の
㏄
）
に
よ
っ
て
、
人
間
の
中
へ
内
在
す
る
も
の
と
 

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
 

は
 、
十
分
に
解
明
さ
れ
 

な
か
っ
た
に
し
て
も
、
神
と
人
間
の
断
絶
を
通
し
て
・
 

イ
 エ
 ス
の
啓
示
が
現
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 

神
と
人
間
の
結
合
の
問
題
は
、
バ
ル
ト
神
学
に
お
い
て
 

は
、
 「
に
も
か
か
わ
ら
ず
 

ニ
 （
（
～
 

0
 
（
 
z
 
り
の
 
m
 ）
の
立
場
か
ら
 
断
絶
に
も
か
か
わ
 

 
 

ら
ず
、
神
か
ら
の
憂
心
 
卜
 ㎝
 令
 ③
の
結
合
と
し
て
、
一
回
 
限
り
の
、
歴
史
的
特
殊
的
啓
示
を
 

、
 神
か
ら
人
間
へ
の
 
架
橋
を
説
い
た
の
で
あ
 



従
っ
て
実
存
の
哲
学
は
、
い
ま
や
、
カ
ン
ト
 よ
 り
 フ
ィ
ヒ
テ
を
通
っ
て
 へ
｜
 ゲ
ル
に
到
っ
た
客
体
的
ム
ロ
 
理
 主
義
を
克
服
す
る
道
を
歩
ま
 

胎
 
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
存
 斬
 ロ
 
手
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
良
心
の
声
が
ど
 -
 
」
か
ら
響
い
て
来
る
の
か
は
 不
 

 
 

明
 で
あ
り
、
彼
に
あ
っ
て
は
精
神
（
の
の
 
@
 
の
 
（
）
は
な
い
と
 い
，
フ
 
0
 ベ
ル
ン
 ヤ
 ー
 エ
 フ
は
、
ハ
イ
デ
 ヅ
ガ
 ー
の
悲
観
 論
 的
哲
学
は
、
実
存
の
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想
を
 、
神
学
と
し
て
で
は
な
く
、
実
存
の
哲
学
と
し
て
 受
け
継
い
だ
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
第
一
と
し
な
け
れ
 ぼ
 な
ら
な
い
。
し
か
し
 

そ
の
超
越
の
受
け
と
め
方
は
 、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 そ
 れ

と
は
 全
く
異
っ
た
方
向
に
転
ぜ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
 M
 ・
ブ
ー
バ
ー
は
 、
 「
 ハ
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
考
様
式
を
受
け
 入
れ
は
し
た
も
の
の
、
そ
の
前
提
を
、
つ
ま
り
そ
れ
を
 欠
 く
と
き
は
、
 キ
ヱ
ル
ケ
 

コ
ー
ル
の
思
想
、
・
特
に
真
理
と
実
存
に
関
す
る
思
想
が
 
色
 形
 と
意
味
を
変
え
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
決
定
的
な
前
提
 を
 突
き
破
っ
て
し
ま
っ
 

た
 。
…
 :
.
 
こ
の
前
提
の
中
の
神
学
的
要
素
の
み
で
な
く
、
 全

前
提
を
 、
 従
っ
て
そ
の
人
間
的
要
素
を
も
突
き
破
っ
 た
の
で
、
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
実
存
的
 宋
ユ
の
 
（
の
 
罵
 ず
こ
 
思
索
は
、
そ
の
性
格
を
 、
 引
い
て
は
そ
の
機
能
を
転
倒
 せ
し
め
ら
れ
て
、
 殆
ん
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

フ
ー
バ
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
神
学
的
問
い
も
、
人
間
学
的
問
い
 も
 、
カ
ン
ト
の
ご
と
く
、
人
間
の
全
体
性
と
い
う
 泡
立
 っ
 波
浪
を
岸
辺
に
立
 

っ
て
眺
め
る
だ
け
で
は
、
答
え
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
 と
さ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
自
己
の
人
格
の
全
体
性
と
、
 そ
れ
を
通
し
て
人
間
の
 

全
体
性
を
認
識
し
う
る
の
は
、
自
己
の
客
体
化
を
行
う
 だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
自
己
の
主
体
性
を
排
せ
ず
、
 も
 は
や
 無
 感
動
な
観
察
者
 

ほ
 と
ど
ま
も
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ
り
、
自
覚
と
い
う
 行
為
の
中
へ
、
現
実
に
全
身
を
も
っ
て
賭
け
な
け
れ
ば
な
 ら
ず
、
岸
辺
か
ら
身
を
 

投
じ
て
全
力
を
ふ
る
っ
て
休
が
な
く
て
 は
 、
人
間
学
的
 自
覚
は
生
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
点
で
は
カ
ン
ト
も
ハ
イ
 デ
ッ
ガ
ー
も
人
間
学
的
 

で
は
な
い
と
み
る
の
で
あ
る
。
 

ベ
ル
ジ
ャ
ー
 工
フ
 に
お
い
て
も
、
客
体
化
さ
れ
た
も
の
は
 、
ま
さ
し
く
疎
遠
な
も
の
で
あ
っ
て
、
客
体
化
に
お
い
 て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
 

一
回
的
な
意
味
に
お
け
る
個
体
的
な
も
の
を
捉
え
る
こ
と
 は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
れ
は
単
に
一
般
的
な
も
の
を
 捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
 

だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
疎
外
が
あ
る
ゆ
え
に
 客
 体
 化
さ
れ
た
も
の
は
、
も
は
や
存
在
で
は
な
い
と
す
る
  
 



出
会
い
な
き
実
存
、
実
存
の
共
同
な
き
社
会
は
、
孤
独
 の
 矛
盾
を
克
服
し
得
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
 て
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 

実
存
は
孤
独
な
る
実
存
で
は
あ
る
が
、
他
者
す
な
 む
 ち
 神
 へ
向
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
客
体
化
は
存
在
し
な
い
の
で
 あ
る
、
と
べ
ル
ジ
ャ
ー
 

エ
フ
は
考
え
る
。
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
 も
 、
キ
ュ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
内
在
的
批
判
で
 あ
っ
て
、
「
 神
は
 死
ん
 

だ
 !
 」
（
の
。
 
目
 @
 
の
 
（
（
 

o
d
 

入
し
と
叫
ん
で
キ
リ
ス
ト
教
を
否
 定
し
、
 他
の
よ
り
高
い
価
値
を
求
め
て
、
こ
れ
と
対
照
 
・
吟
味
し
た
エ
イ
チ
ェ
 

の
 立
場
と
は
根
本
的
に
異
っ
て
い
る
と
ブ
ー
バ
ー
は
み
る
 。
信
仰
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
信
仰
者
の
実
存
の
 中
 に
根
ざ
し
、
信
仰
者
 

の
 実
存
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
と
き
の
み
、
真
正
な
信
仰
 で
あ
る
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
 て
キ
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
に
 

お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
高
い
価
値
は
存
せ
ず
、
 

究
 極
 に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
価
値
は
存
在
し
な
か
 っ
 た
と
み
ら
れ
た
の
で
 

あ
る
。
そ
の
意
味
で
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
は
 、
信
 じ
ら
れ
る
も
の
へ
の
生
命
的
な
関
連
、
全
生
活
を
包
括
す
 る
 生
命
的
な
関
連
で
あ
 

り
 、
生
活
の
中
で
の
「
受
肉
」
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
 る
 0
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
信
仰
の
現
実
と
具
体
 化
へ
の
努
力
を
実
存
的
 

努
力
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
実
存
は
こ
の
場
合
、
精
神
 
に
お
け
る
可
能
性
か
ら
全
人
格
に
お
け
る
現
実
性
へ
の
 移
行
と
み
な
し
う
る
か
 

哲
学
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
現
存
在
（
 し
ジ
 の
 日
 ）
の
 哲
 学
 で
あ
り
、
彼
の
存
在
論
（
 0
 コ
 （
 
0
-
0
 

牡
の
）
は
、
「
否
定
 
す
る
 無
 」
（
 Z
 腎
ア
 （
の
・
 

目
凹
目
 

e
s
 

口
 円
 
い
ア
 
（
の
（
）
の
存
在
論
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
客
体
化
は
自
己
に
と
っ
て
 の
頽
落
 
小
く
の
弓
け
竹
二
）
で
 

あ
る
が
、
し
か
し
彼
自
身
は
客
体
化
を
遂
行
し
て
い
る
 @
 -
 と
に
な
る
。
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
に
お
い
て
は
そ
の
よ
 う
 な
 客
体
化
は
、
墜
落
し
 

た
 世
界
、
呪
縛
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
現
象
の
世
界
な
の
 で
あ
る
。
 

「
客
体
化
は
共
同
体
（
 
本
 。
ヨ
ョ
仁
田
。
こ
の
代
り
に
、
 利
 益
社
ム
 五
を
、
共
同
性
の
代
り
に
一
般
者
を
 、
 神
の
国
の
 代
り
に
カ
イ
ザ
 ル
 の
 

（
 
お
 ）
 

国
を
成
立
さ
せ
る
。
客
体
化
に
は
参
入
（
㌧
 ゅ
 （
（
 
@
N
 
甘
の
「
 
0
 コ
）
が
な
い
」
と
べ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
批
判
す
る
。
 

べ
 ル
ジ
ャ
ー
 
エ
 フ
に
お
い
 

て
は
、
利
益
社
会
よ
り
も
共
同
体
が
す
ぐ
れ
て
人
間
の
実
 存
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、
「
 カ
イ
ザ
 ル
 の
国
」
よ
り
 

神
の
聖
霊
の
働
く
「
神
の
国
」
が
の
ぞ
ま
し
い
世
界
で
 あ
る
。
 

 
 

従
っ
て
客
体
化
の
世
界
で
は
人
間
の
孤
独
化
が
顕
わ
に
 な
り
、
人
格
の
共
同
体
が
 ，
 
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
 ゆ
え
に
、
他
者
と
の
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四
 

そ
の
存
在
（
 
鰍
 ぎ
の
 x
 円
の
（
の
三
田
）
か
ら
捉
え
ね
ば
な
ら
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
現
存
在
の
日
本
質
 

ヒ
は
 、
そ
れ
の
 

な
い
」
の
で
あ
る
。
 

と
い
う
。
す
な
 
む
 ち
こ
の
実
存
の
在
り
 

方
は
 、
そ
れ
が
何
か
 

（
 
毛
捲
 
）
を
概
念
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
 

ど
も
、
そ
れ
が
如
何
に
小
 

旧
す
 
）
あ
る
か
 
ほ
 把
握
し
う
る
 
こ
と
に
お
い
て
在
る
。
の
 

「
こ
の
存
在
者
（
の
の
 

@
 
の
コ
ロ
 

の
の
）
が
何
で
あ
る
か
八
ロ
 

器
毛
 

 
 

わ
れ
う
る
限
り
で
は
、
（
 

3
 

 
 

ら
、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
実
存
の
諸
段
階
と
 諸
 状
態
、
負
い
目
、
不
安
、
絶
望
、
決
断
等
は
、
形
而
上
学
 0
 対
象
と
な
り
得
た
の
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
か
し
神
の
前
の
実
存
と
し
て
の
す
 へ
て
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ブ
ー
バ
ー
は
 、
キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 

の
 主
体
的
思
惟
の
 

特
殊
性
を
、
「
具
体
的
な
人
間
が
孤
立
し
た
存
在
者
と
 し
て
で
は
な
く
、
絶
対
者
と
の
結
合
と
い
う
問
題
性
の
中
 に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
 

Ⅰ
 
も
 
-
 

四
）
と
し
て
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
 

の
」
 

，
 」
の
主
体
的
思
惟
は
、
現
実
の
人
格
、
絶
対
者
と
の
間
に
 
存
在
的
関
係
を
結
ん
で
 

い
る
人
間
的
人
格
を
、
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 ，
 
-
 の
 人
格
の
関
係
は
 、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
 人
格
と
人
格
の
間
の
真
 

に
 相
互
的
な
関
係
で
あ
り
、
絶
対
者
も
ま
た
こ
の
関
係
の
 中
 へ
、
人
格
と
し
て
介
入
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
 あ
る
。
 

そ
の
意
味
で
フ
ー
バ
ー
は
 、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
人
間
 学
を
 、
神
学
的
人
間
学
と
規
定
し
、
現
代
の
哲
学
的
人
間
 学
 も
ま
た
、
こ
の
神
 

学
的
人
間
学
を
通
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
 ぅ
 る
と
考
え
 る
 。
そ
こ
で
柄
口
学
的
人
間
学
は
、
自
己
の
哲
学
的
基
礎
を
 
得
る
た
め
に
、
神
学
的
 

前
提
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
問
題
 ほ
 、
そ
の
放
棄
が
具
体
的
人
間
と
絶
対
者
と
の
 結
ム
ロ
と
い
 
ぅ
 形
而
上
学
的
前
提
を
 

も
 放
棄
し
な
い
で
捉
え
得
た
折
口
学
的
人
間
学
で
あ
り
え
 
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
 

し
か
し
フ
ー
バ
ー
の
期
待
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
 ガ
 ー
は
、
形
而
上
学
の
基
礎
を
哲
学
的
な
人
間
学
に
で
 は
な
く
、
基
礎
的
存
 

在
論
 
（
 
下
 ロ
コ
ロ
 

曲
ヨ
の
口
 

（
 
ヒ
 0
 コ
 （
 
0
@
o
m
p
 

の
）
、
つ
ま
り
「
現
存
 
在
 」
そ
れ
自
身
に
置
こ
 う
 と
し
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
 、
ン
 二
ル
 バ
ソ
ヤ
 
ー
エ
フ
 

と
 同
様
に
、
フ
ー
バ
ー
も
、
こ
の
問
題
を
追
求
す
る
の
で
 あ
る
。
 



を
 越
え
て
、
彼
方
へ
志
向
す
る
関
係
と
し
て
、
一
つ
の
 

関
連
（
援
の
 
ト
 
ロ
 幅
 ）
と
し
て
の
み
、
捉
え
ら
れ
る
。
 

す
な
わ
ち
完
全
に
厳
密
 

な
 意
味
で
、
実
存
の
存
在
は
、
関
連
存
在
（
い
の
 

z
o
g
n
 

口
 

 
 

す
な
わ
ち
実
存
の
立
 

場
 は
そ
の
超
越
に
多
様
性
が
あ
っ
て
も
、
自
己
自
身
の
 

中
に
安
ら
っ
て
い
る
単
な
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
ず
 

、
自
己
を
超
え
る
関
係
 

（
く
の
手
 

堅
 （
三
の
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
 

る
の
で
あ
る
。
 

従
っ
て
 

O
.
F
.
 

ポ
ル
ノ
 

ウ
 も
、
「
実
存
は
そ
れ
自
身
 の

中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
単
な
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
 ず
 、
た
だ
自
己
自
身
 

そ
れ
ゆ
え
に
実
存
は
 

、
 一
つ
の
も
の
の
本
質
の
外
見
的
 

な
 現
実
存
在
（
圭
 
@
 
（
一
八
一
 

@
n
 

ァ
 
の
の
 

ぎ
 ）
を
示
す
も
の
で
は
な
く
 

、
人
間
の
本
質
ハ
ミ
 

e
,
  
 

お
コ
 
）
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
 

ナ
 」の

存
在
者
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
諸
性
格
 

は
 、
そ
れ
ゆ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
自
己
白
身
に
関
わ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
自
己
白
身
 

に
 関
わ
る
こ
と
（
 
ど
ぷ
村
甲
ぉ
 
下
の
（
 

1
 
ノ
ん
 

連
日
 宙
 已
に
お
 て
 他
者
に
関
わ
る
」
 

父
 Ⅰ
 

2
 
 

在
り
方
を
受
け
継
い
で
い
る
。
 

へ
 
。
 
り
 

，
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
も
 

、
 
「
現
存
在
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
、
こ
の
存
在
そ
の
も
の
 

に
 関
わ
る
存
在
者
で
あ
 

る
 」
と
Ⅴ
 
、
 
，
ヮ
ヤ
 

。
（
 

O
 
 

0
 
）
「
 

@
 ス
ハ
ー
ス
も
ま
た
「
実
存
と
は
自
己
 

白
身
に
関
わ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
越
者
（
 

円
 Ⅰ
 
め
拐
 
z
n
 

監
の
息
）
に
関
わ
 

る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
現
存
在
と
超
越
の
関
係
に
 

一
つ
の
方
向
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
「
現
存
在
が
あ
れ
 

こ
れ
の
関
係
を
も
つ
こ
 

と
が
で
き
、
ま
た
常
に
何
ら
か
の
仕
方
（
 

卍
 博
二
毛
 
窩
 ）
 で
、
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
（
 

汐
ぎ
 ）
そ
の
も
の
を
 
、
わ
れ
わ
れ
は
実
存
 

と
 

呼
ぶ
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
、
実
存
は
そ
の
本
質
 

に
 従
っ
て
同
時
に
超
越
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
超
越
者
は
、
人
間
が
自
己
自
身
 

を
 超
え
て
そ
れ
へ
と
志
向
す
る
実
存
的
経
験
に
お
い
て
 

捉
 え
ら
れ
る
絶
対
的
存
 

在
を
意
味
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
 

ヤ
ス
パ
 ｜

ス
 に
お
け
る
「
超
越
す
る
こ
と
」
（
 

円
国
口
の
い
 

の
 
コ
ま
 
蒋
の
 
さ
の
意
味
す
る
志
向
性
 

き
 、
そ
の
関
係
を
す
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
超
世
」
（
 

口
 す

の
 
～
の
（
 

@
 
の
的
）
と
し
、
自
己
を
の
り
超
え
る
仕
方
に
お
い
 

て
 在
る
も
の
を
意
味
し
 

て
い
る
。
そ
の
点
で
ほ
両
者
は
意
味
を
異
に
す
る
。
 



「出合い」と @ 

ベ
ル
ジ
ャ
ー
 

工
フ
 
に
お
い
て
も
ま
た
、
世
界
内
存
在
、
 

現
存
在
へ
の
 

被
投
性
 
（
の
の
 

旧
 
。
二
の
 

ロ
ア
 

e
@
 

（
）
は
 

、
 大
き
な
 
ゑ
 
弓
床
を
も
つ
と
考
え
 

も
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
世
界
内
に
投
 

げ
ら
れ
ざ
る
存
在
が
何
で
あ
る
か
を
全
く
示
し
て
は
い
な
（
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  安らいⅡ 

る し 

  て 
で 

it 
な 

く、 

む 
し 

ろ 

他、 
の、 

自、 
己、 
@ 

対 
す 
る 

関 
係 
を 

通 
  
て 

  
み 

人 
前 屈 

@ ま 

全体 

的 
  
な 
る 
    
と 
が彗 

で 

き （ 
る巴 
」 

と 

  
フ @ 
  
き 

も 

の 

と 

な 

こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
存
在
に
お
け
る
実
存
の
 立
場
は
、
ブ
ー
バ
ー
に
 よ
 れ
ば
、
「
独
語
的
な
現
存
在
 
」
（
 e
 ぃ
コ
 

へ
コ
 
-
 

の
の
 
才
 e
s
 し
 舖
の
ぎ
）
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
意
味
に
お
け
る
「
本
来
的
」
現
存
在
と
 し
て
の
人
間
、
す
な
む
ち
「
自
己
存
在
」
と
し
て
の
 人
 間
は
、
 

と
 共
に
生
き
て
い
る
人
間
で
は
な
く
、
自
己
自
身
と
の
 交
わ
り
の
中
に
お
い
て
の
現
実
を
知
っ
て
い
る
だ
け
の
 人
 間
 と
な
っ
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
 、
 神
を
失
っ
て
孤
独
に
な
っ
た
 人
 間
が
 、
こ
れ
ま
で
度
々
再
発
見
し
て
来
た
人
間
学
的
な
 闘
い
、
 人
 

の
 闘
い
及
び
存
在
者
と
人
間
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
闘
い
に
 伐
 っ
て
 、
 別
の
闘
い
、
つ
ま
り
、
自
己
存
在
と
の
関
係
 に
お
け
る
 

在
へ
の
闘
い
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
闘
い
は
、
 自
 已
 に
対
す
る
関
係
か
ら
超
越
を
志
向
す
る
に
し
て
も
、
 

そ
れ
は
 本
 

内
部
へ
の
沈
潜
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
そ
れ
だ
け
で
 完
 全
 で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
絶
対
性
に
ふ
れ
て
い
る
 よ
う
な
、
 

在
も
決
し
て
見
出
し
得
な
い
と
フ
ー
バ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ッ
 ガ ー
の
哲
学
の
自
己
閉
鎖
性
を
捉
え
る
の
で
あ
る
 0
 「
 自
 已
 に
対
す
 

日
 0
 コ
 0
 ）
 
o
 的
 -
 
｜
 

現
実
に
人
間
 

て
い
る
。
八
 

間
の
本
質
と
 

人
間
的
現
存
 

質
 に
お
い
て
 

い
か
な
る
 存
 

る
 関
係
を
通
 

ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
現
存
在
を
「
世
界
内
存
在
」
 
（
Ⅰ
 
コ
｜
 
笘
の
Ⅰ
１
 

%
 
ペ
 の
汀
の
の
 

二
）
（
 

巴
 
2
 
-
 ）
 

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
実
存
 時
 
門
生
ひ
 
8
 局
（
 
田
 
と
し
て
、
事
物
 

現
存
在
の
本
質
構
造
を
意
味
し
、
実
存
が
一
つ
の
世
界
 へ
と
「
指
し
向
ら
れ
て
い
 

あ
る
。
 

と
し
て
規
定
す
る
の
も
、
空
間
的
に
包
括
さ
れ
て
い
る
 

の
事
物
的
存
在
 ハ
く
 
0
q
 
ア
船
 
コ
ロ
の
 

コ
 お
の
 ぎ
 し
と
は
 異
 っ
て
 、
 

る
こ
と
」
（
片
目
的
の
毛
 
ざ
お
コ
 お
の
 ぎ
レ
 を
意
味
す
る
の
で
 



ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
た
、
人
間
と
い
う
現
存
在
を
有
限
性
 （
 巴
コ
 
生
日
 プ
宙
 C
 
 と
し
て
捉
え
る
。
そ
れ
は
「
そ
の
 
存
在
者
の
そ
の
日
 親
 

（
 
お
 ）
 

（
し
が
・
 
ピ
の
 申
へ
の
 被
投
性
 」
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
 立
 
思
抹
 す
る
。
こ
の
場
合
の
「
 現
 」
は
、
現
存
在
が
常
に
存
 在
す
る
場
合
所
示
す
の
 

で
あ
る
が
、
ま
た
人
間
の
自
己
の
実
存
す
る
こ
と
を
見
出
 す
こ
と
で
も
あ
る
。
 

し
か
も
世
界
内
存
在
と
し
て
の
現
存
在
は
、
他
方
に
お
い
 て
 、
人
間
的
環
境
（
日
当
お
目
の
ず
の
 
C
 ヨ
 旧
土
 C
 
を
 も
 意
味
し
、
ま
た
自
己
 

の
 開
示
性
（
 お
 ～
お
田
。
 
お
省
 す
の
 
ぎ
 ）
を
・
も
あ
ら
わ
し
て
い
 
る
 。
そ
れ
は
ま
た
実
存
の
在
り
方
と
し
て
、
同
胞
（
 匡
 コ
 日
の
 コ
お
ア
 
の
 臣
 ）
の
形
成
 

す
る
世
界
で
も
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
や
現
存
在
が
世
界
 内
部
的
に
出
 ム
ロ
ぅ
 
の
 ほ
 、
「
道
具
的
な
も
の
」
（
 
ぎ
ぎ
コ
巨
 目
ア
め
 ぎ
）
や
「
事
物
的
 

な
も
の
」
（
 づ
 0
 ～
 す
舛
コ
 
巨
の
コ
ア
 

由
 （
）
と
は
 異
 っ
た
存
在
様
式
 
を
と
る
他
者
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
 出
合
い
の
世
界
は
 、
ま
 

 
 

さ
に
「
共
同
世
界
」
（
 
匡
ざ
 毛
色
む
で
あ
る
。
現
存
在
の
 世
界
と
し
て
の
共
同
世
界
は
、
他
者
と
共
に
な
す
「
共
同
 存
在
」
（
 目
 二
の
の
 
ぎ
 ）
 の
 

世
界
で
も
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
現
存
在
の
他
者
に
対
す
 る
 在
り
方
も
、
「
共
同
現
存
在
」
（
 
目
ぃ
 （
 
&
p
n
 

の
 ぎ
 ）
と
い
い
，
 フ
 る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
に
ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
 
ー
は
、
「
現
存
在
は
そ
れ
 自
 

 
 

っ
て
現
存
在
が
「
 
孤
 

独
 で
あ
る
こ
と
」
（
 姜
田
 おぎ
り
も
、
決
し
て
共
同
 
現
 存
在
の
否
定
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
独
り
で
あ
る
こ
と
 は
 、
共
同
現
存
在
の
欠
 

知
的
様
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
共
同
存
在
の
 証
明
で
も
あ
り
う
る
。
 

五 

ル
シ
 シ
ズ
ム
 ハ
コ
ゅ
 

～
 
Q
@
o
 

の
 
@
 
の
日
 
）
に
お
ち
い
つ
て
い
る
こ
と
 に
な
る
。
そ
れ
は
愛
の
破
綻
で
あ
り
、
そ
れ
は
客
体
に
 お
け
る
反
映
で
あ
っ
て
 、
 

そ
こ
で
は
主
体
 は
 自
己
自
身
の
中
に
留
ま
り
、
自
己
 自
 身
か
ら
赤
み
出
な
い
。
 外
 な
ら
ぬ
客
体
が
主
体
を
主
体
 自
 身
の
中
に
と
ど
ま
ら
せ
 

て
 、
他
者
の
中
へ
つ
れ
出
さ
な
い
こ
と
に
よ
る
と
考
え
 も
 れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
世
界
内
存
在
に
 お
け
る
「
他
者
の
問
題
」
 

の
 不
徹
底
に
対
す
る
批
判
に
も
っ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
 自
己
存
在
の
閉
鎖
性
と
表
裏
を
な
す
も
の
に
体
な
ら
な
 い
の
で
あ
る
。
ハ
イ
メ
 
ア
 

ッ
ガ
 ー
に
お
け
る
「
他
者
存
在
」
こ
そ
、
「
汝
の
欠
如
 態
 」
と
い
わ
れ
る
独
在
論
を
解
く
 鍵
と
 見
る
こ
と
が
で
き
 る
 。
 

  



  

ね
 、
顧
視
（
 オ
む
 音
の
 @
n
 
ア
 （
ロ
ロ
 
年
 z
P
 

の
芽
 

@
 
の
ア
 
（
）
が
な
さ
れ
 、
道
具
の
ご
と
き
配
慮
（
田
の
 0
 お
 目
）
、
 
配
視
 
（
 
C
 日
 紅
 の
ず
（
）
の
対
象
で
は
な
 

い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 

し
か
し
顧
慮
に
は
、
可
能
の
諸
様
態
が
存
在
す
る
が
、
 

一
般
に
無
関
心
と
欠
如
の
様
態
こ
そ
が
日
常
的
か
つ
 
平
均
的
な
相
互
存
在
 

（
 
絹
 ぎ
の
 
ぎ
 p
 コ
リ
 
の
Ⅱ
の
の
 

ぎ
 ）
の
性
格
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
 ち
 、
現
存
在
は
日
常
性
に
お
い
て
は
顧
慮
を
欠
い
て
い
 
る
の
で
あ
る
 0
 も
ち
 ろ
 

Ⅱ
 

ん
 、
積
極
的
な
様
態
の
面
で
、
他
者
か
ら
の
心
配
 あ
 o
h
 
笘
 ）
を
取
り
除
き
、
配
慮
し
っ
 っ
 他
人
の
身
に
な
 っ
て
や
り
、
彼
の
た
め
に
 尽
 

 
 鞄

カ
 す
る
 

釜
ニ
ま
き
 の
で
 
H
@
%
 コ
 ）
と
こ
ろ
の
 
尽
 力
 的
支
配
的
官
田
の
 屯
 「
 
ぎ
 の
の
コ
ロ
与
の
 

ア
 の
 
r
r
 
の
り
 
ア
 の
 臣
 ）
な
も
 の
と
、
彼
の
た
め
に
彼
の
実
 

「
 

存
的
 可
能
の
た
め
に
垂
範
し
て
や
る
（
 ぎ
日
 
4
0
 
ぶ
 巳
屯
 「
 
ぎ
潟
 こ
と
こ
ろ
の
垂
範
的
 ｜
 解
放
的
（
 ぺ
 
。
ひ
で
 
曲
 コ
 ㏄
の
 
コ
宙
 
・
す
の
 

廿
 
Ⅰ
の
 
@
0
 
戸
ロ
）
な
も
の
 

 
 

と
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
「
本
来
的
な
自
 
己
 存
在
」
あ
る
い
は
「
決
意
性
」
（
Ⅱ
 
コ
あ
 り
 
ま
 0
s
 
の
の
 
コ
訂
ぎ
 Ⅹ
よ
り
厳
密
な
意
味
で
 

 
 

胎
 

「
自
己
自
身
へ
の
決
意
性
」
と
よ
ぶ
最
高
の
迩
 万
 の
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

従
っ
て
本
質
的
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
 

他
 者
 存
在
は
、
真
実
な
る
意
味
で
の
他
者
関
係
を
成
立
さ
せ
 え
な
い
地
点
に
立
っ
 

  

（
 
何
 @
 

も
の
ほ
、
非
本
来
的
な
も
の
と
し
て
、
積
極
的
に
肯
定
 さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
他
者
は
現
存
在
と
し
て
、
顧
慮
 （
 目
 ㌦
 o
H
 
港
 ）
が
な
さ
 

し
か
し
同
時
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
こ
の
人
間
 

の
共
同
現
存
在
は
、
本
来
的
な
自
己
を
開
示
す
る
実
存
に
 

と
っ
て
は
障
害
に
な
 

る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
 

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
存
在
は
共
同
現
存
在
で
あ
っ
て
も
 

、
必
然
的
に
世
界
へ
の
 

 
 

 
 

 
 

に
お
け
る
現
存
在
の
存
在
様
式
な
の
で
あ
る
 

"
 そ
の
自
己
 

と
も
他
者
と
も
つ
か
ぬ
「
中
性
的
な
も
の
」
に
よ
っ
て
 

支
配
さ
れ
た
 

頽
落
は
、
 

単
独
的
な
も
の
の
本
来
的
「
取
り
戻
し
」
を
阻
害
す
る
 

も
の
で
あ
っ
た
。
本
来
性
に
還
帰
す
る
こ
と
は
、
こ
の
 

頽
 落
か
ら
身
を
転
ず
る
こ
 

と
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
共
同
の
世
界
か
ら
個
々
 

0
 世
界
に
お
い
て
自
覚
す
る
こ
と
に
体
な
ら
な
い
。
そ
れ
 

ゆ
え
に
ま
た
他
者
的
な
 



 
 

  

と
 不
安
ヘ
レ
 コ
 ㏄
の
（
）
の
中
で
神
の
前
に
独
り
立
つ
。
ハ
イ
 
デ
ッ
ガ
ー
の
人
間
ほ
憂
慮
と
不
安
の
中
で
自
分
自
身
の
 前
に
立
つ
の
で
あ
る
。
 

あ
る
。
す
な
わ
ち
単
独
者
は
絶
対
者
と
の
関
係
に
入
る
た
 め
に
単
独
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 人
間
は
憂
慮
 G
o
r
 
ぬ
の
 
）
 

こ
れ
に
対
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者
は
、
神
に
対
 し
て
の
み
開
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
少
く
と
も
一
つ
 の
 開
か
れ
た
体
系
で
 

質
を
現
存
せ
し
め
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
己
 は
 
一
つ
の
閉
じ
た
体
系
と
な
っ
て
い
る
と
フ
ー
バ
ー
は
 み
 る
 。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
個
人
は
自
ら
人
間
本
質
を
 内
包
し
て
お
り
、
一
個
の
決
意
せ
る
自
己
と
な
る
こ
と
 に
よ
っ
て
、
人
問
 本
 

は
 存
在
し
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

（
の
 
仁
コ
の
 

（
）
と
し
て
の
み
遭
遇
し
う
る
こ
と
で
あ
る
、
 と
 ブ
ー
バ
ー
は
実
存
に
お
け
る
「
出
会
い
」
の
神
秘
を
語
 る
の
で
あ
る
。
 ハ
 

ッ
ガ
 ー
に
お
い
て
は
、
現
存
在
は
自
己
存
在
の
内
部
で
 士
 
江
成
さ
れ
、
決
意
し
た
現
存
在
は
世
界
か
ら
遊
離
せ
ず
、
 世
界
内
存
在
と
し
 

実
に
世
界
と
共
存
し
、
世
界
の
中
で
行
動
し
、
世
界
に
 伺
 っ
て
 傲
 ら
き
か
け
よ
う
と
す
る
決
意
を
含
ん
で
は
い
る
 が
 、
し
か
し
自
己
 

を
 突
破
し
よ
う
と
ほ
思
わ
な
い
と
め
ら
し
る
。
従
っ
て
 そ
れ
を
超
え
て
出
る
と
こ
ろ
の
存
在
的
（
 0
 コ
 （
 
@
 
ひ
き
 ）
 な
 道
は
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
 イ

デ
 

て
 
現
 

の
枠
 

｜
こ
 

 
 

れ
に
反
し
て
、
本
質
的
な
関
わ
り
を
通
し
て
は
、
個
人
 
的
 存
在
の
枠
は
事
実
上
突
き
破
ら
れ
、
実
存
の
深
み
に
 
お
け
る
他
人
の
現
前
化
 

が
 、
つ
ま
り
、
存
在
的
な
人
間
相
互
の
事
実
的
関
与
が
 働
 ら
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
生
の
流
れ
の
中
で
 、
た
だ
一
種
の
「
恩
恵
」
 

る
 。
い
か
に
他
者
に
心
を
傾
け
て
い
て
も
、
他
者
に
向
 っ
て
自
己
を
開
く
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
傍
観
的
に
立
っ
て
 い
る
こ
と
に
な
る
。
 こ
 

フ
ー
バ
ー
に
 よ
 れ
ば
、
人
間
と
人
間
と
の
共
同
現
存
在
 に
と
っ
て
根
源
的
な
も
の
は
、
顧
慮
で
は
な
く
、
本
質
 
的
な
関
わ
り
で
あ
っ
 

て
、
 単
な
る
顧
慮
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
い
か
に
強
い
積
 極
 的
な
顧
慮
で
あ
っ
て
も
、
本
質
的
自
己
の
も
と
に
と
 ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
 

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 

 
 

 
 

「
実
際
、
顧
慮
は
そ
の
本
質
上
、
世
界
の
中
に
お
い
て
、
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
他
人
と
の
 単
 な
る
共
同
存
在
か
ら
 
 
 

発
す
る
の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
関
わ
り
で
あ
っ
 て
も
、
人
間
と
人
間
と
の
本
質
的
直
接
的
全
体
的
な
関
わ
 り
か
ら
発
生
す
る
」
（
 
2
 
4
 
 
）
 

と
（
 
 
 

フ
ー
バ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
他
者
の
問
題
を
批
判
す
 る
 。
 



「出合い」と 「安ら : 、 」 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
ほ
「
 汝
 」
八
ロ
 
仁
 ）
 ほ
 間
接
的
 に
 で
 は
 あ
る
が
存
在
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 世
 界
 に
は
「
 汝
 」
は
存
在
 

し
な
い
。
実
在
へ
、
自
己
の
全
存
在
を
も
っ
て
語
ら
れ
た
 真
実
の
汝
は
存
在
し
な
い
。
単
に
顧
慮
を
ほ
ら
 う
 に
 過
 ぎ
な
い
相
手
に
伺
っ
て
 

ほ
人
間
は
こ
の
汝
を
語
ら
な
い
と
ブ
ー
バ
ー
は
い
 う
 。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
 へ
｜
 ゲ
ル
が
 キ
 リ
ス
ト
教
を
世
俗
化
し
た
ご
と
く
に
、
す
な
む
ち
絶
対
 者
へ
の
関
係
を
断
絶
 

し
た
ご
と
く
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者
を
世
俗
化
 し
た
こ
と
に
な
る
。
本
質
的
な
「
 
汝
 」
の
世
界
の
開
か
れ
 な
い
処
に
お
い
て
は
、
 

ま
た
本
質
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
 ほ
 存
在
し
な
い
。
「
マ
ン
」
 
（
計
の
目
目
し
は
群
衆
で
あ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
」
で
は
 な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
と
 

い
う
概
念
の
も
と
で
は
、
ブ
ー
バ
ー
 は
 自
己
と
自
己
責
任
 と
に
到
達
し
た
い
く
ら
か
の
独
立
の
人
格
の
結
合
を
 、
 ま
さ
に
こ
の
自
己
性
 と
 

自
己
責
任
と
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
通
し
て
こ
そ
は
じ
め
 て
 実
現
さ
れ
る
結
合
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
 
「
わ
れ
わ
れ
」
の
中
に
 

は
 「
 
我
 １
枚
」
関
係
の
決
定
的
な
前
提
で
あ
る
存
在
的
 直
接
性
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
点
に
そ
の
特
質
が
あ
る
 と
 考
え
る
の
で
あ
る
。
 

ま
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
世
界
及
び
他
者
は
、
 単
独
者
を
単
独
者
た
ら
し
め
る
た
め
に
断
念
す
る
こ
と
 を
 前
提
と
し
て
い
る
 

が
 、
絶
対
者
と
の
関
係
を
本
質
的
な
も
の
と
な
す
限
り
 に
お
い
て
独
在
論
と
は
い
え
な
い
、
と
ブ
ー
バ
ー
は
 キ
ェ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
立
場
を
 

肯
定
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
己
自
身
に
お
い
て
Ⅱ
 不
安
は
、
か
く
し
て
現
存
在
を
「
単
独
の
自
己
 し
 （
の
 
0
 田
の
 @
 
璃
の
 
）
を
単
独
化
し
開
示
 

す
る
。
こ
の
「
実
存
論
的
独
在
論
 ヒ
 2
%
 
の
 
x
 （
の
 

ヰ
 
の
コ
片
 

笘
 の
の
。
与
の
 
@
 
の
ヨ
巳
 
）
 ほ
 、
現
存
在
を
、
世
界
と
し
て
の
 彼
 の
 世
界
の
前
へ
、
か
く
 

し
て
自
己
自
身
を
世
界
内
存
在
と
し
て
、
自
己
自
身
の
 ュ
 

 
 

っ
 こ
と
を
必
然
的
な
過
 

程
 と
考
え
て
い
る
。
 

ら
び
に
こ
の
二
つ
の
関
係
を
つ
ら
ぬ
い
て
現
わ
れ
つ
つ
 

ブ
ー
バ
ー
は
人
間
に
お
け
る
三
重
の
生
活
関
係
を
措
定
 

も
 、
そ
れ
ら
を
根
本
的
に
超
越
す
る
存
在
の
神
秘
と
の
 関
 

し
 、
世
界
及
び
も
の
の
関
係
、
人
間
す
な
む
ち
個
人
及
び
 

係
 が
あ
る
と
考
え
る
。
 

多
数
者
の
関
係
、
 な
 

こ
の
存
在
の
神
秘
を
、
哲
学
者
は
絶
対
と
よ
び
、
信
仰
 者
は
神
と
よ
ぶ
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
第
二
の
も
 の
を
中
心
と
し
な
が
 

ら
 多
数
の
他
者
性
を
欠
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
真
実
 の
 自
己
性
も
捉
え
ら
れ
な
い
と
き
び
し
く
批
判
す
る
の
で
 あ
る
。
 

  



「
我
と
 
汝
 」
の
関
係
を
通
し
て
の
み
、
「
わ
れ
」
も
「
 

汝
 」
も
真
の
実
存
た
り
 
ぅ
 る
と
す
る
立
場
か
ら
提
出
さ
 

れ
た
も
の
に
体
な
ら
ぬ
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
わ
れ
１
枚
」
の
関
係
（
守
下
し
 

仁
 
・
 
ロ
の
ふ
 

の
ぎ
 
月
 ）
は
、
い
わ
ゆ
る
実
存
哲
学
 

ハ
 ハ
イ
デ
 ッ
ダ
目
 ヤ
ス
パ
ー
ス
 

等
の
 ）
が
と
る
ご
と
き
、
厳
密
な
「
基
礎
的
存
在
論
」
 

や
 「
実
存
の
限
界
状
況
」
の
分
析
を
経
て
は
い
な
い
。
 

し
 か
し
ま
た
そ
れ
が
、
 

現
 

実
に
生
き
て
 
働
 ら
く
人
間
の
関
係
と
し
て
、
形
而
上
学
 

曲
領
域
の
拡
大
と
超
越
を
意
味
し
て
い
る
面
も
注
目
さ
れ
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
 

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
も
い
 

う
 ご
と
く
「
わ
れ
」
 

父
臼
 ）
 は
 根
源
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
も
の
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
ず
 

、
 他
の
何
も
の
に
も
 

還
元
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
わ
れ
」
 

ほ
 根
源
的
に
実
存
に
根
ざ
し
て
い
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
に
「
わ
れ
」
は
客
体
化
さ
れ
得
な
い
も
の
で
 

あ
り
、
客
体
化
さ
れ
た
世
界
に
は
属
さ
な
い
。
客
体
化
さ
 

れ
た
「
わ
れ
」
は
も
 

ほ
や
 「
わ
れ
」
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
哲
学
は
客
体
 

を
も
っ
て
で
な
く
、
「
わ
れ
」
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
。
「
 

わ
れ
」
は
実
存
の
特
殊
 

な
 世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
他
者
を
前
提
と
は
 

す
る
が
、
そ
れ
ら
と
は
 

似
ず
 、
同
一
視
で
き
ぬ
も
の
で
あ
 

る
 。
 

わ
が
実
存
、
「
わ
れ
」
の
実
存
は
、
世
界
へ
の
私
の
実
 

存
に
 先
立
つ
。
純
粋
な
「
わ
れ
」
の
実
存
と
し
て
捉
え
 

ら
れ
る
人
間
の
実
存
 

ほ
、
 他
の
人
間
た
ち
、
世
界
、
神
の
実
存
を
前
提
と
す
る
 

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
点
は
一
面
 

キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
｜
 ル
 の
そ
れ
と
も
異
な
る
 

点
で
も
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
す
べ
て
の
他
の
「
わ
れ
」
 

、
 す

べ
て
の
「
 
汝
 」
か
ら
の
絶
対
的
な
「
わ
れ
」
の
孤
立
 

は
 自
己
破
滅
で
あ
る
。
 

「
わ
れ
」
 
ほ
 そ
の
実
存
の
内
部
で
他
の
「
わ
れ
」
、
「
 

汝
 」
 が
 与
え
ら
れ
な
い
と
き
は
、
実
存
す
る
こ
と
を
止
め
る
 

の
で
あ
る
。
「
わ
れ
」
 

は
ま
た
そ
れ
が
自
己
自
身
を
超
越
す
る
限
り
に
お
い
て
の
 

み
 実
存
す
る
。
そ
れ
が
出
口
を
も
た
ず
に
自
己
自
身
の
 

中
に
と
ど
ま
る
と
き
、
 

 
 

こ
の
 ょ
う
 な
ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
対
す
る
独
 往
 論
 批
判
は
、
実
存
を
単
独
者
的
な
自
己
自
身
と
の
 関
わ
 り
の
申
で
考
え
ず
、
㏄
 

由
 
/
 
Ⅹ
 

 
  

 



窮
 

同
体
に
お
い
て
の
み
 働
 ら
く
。
そ
れ
は
開
か
れ
た
 
世
 界
 で
あ
る
と
と
も
に
本
来
的
な
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
 
は
 超
人
格
的
な
絶
対
者
や
神
 

 
 と

に
結
び
つ
く
と
同
時
に
人
格
的
共
同
を
も
否
定
し
 
な
い
。
人
格
は
そ
れ
ゆ
え
個
体
（
 目
 ま
ま
 ロ
建
 
Ⅰ
 日
 ）
と
は
 同
 
一
で
は
な
く
、
自
然
主
義
的
 

Ⅱ
 
範
 時
に
は
属
し
な
い
。
そ
れ
は
自
然
の
中
へ
の
 精
 神
の
突
破
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
を
形
成
す
る
の
で
あ
 る
 。
 

胎
 

そ
れ
ゆ
え
に
人
格
 は
 世
界
外
的
（
の
仁
の
の
の
 
ョ
箪
 ヱ

宰
）
で
あ
り
、
人
格
と
の
「
 出
 ム
ロ
 
い
 」
は
、
自
己
に
と
 っ
て
は
 汝
 と
の
「
出
合
い
」
 

 
 

で
あ
り
、
客
体
と
の
「
出
合
い
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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(82) 82 

七
 

生
の
哲
学
か
ら
出
発
し
て
実
存
哲
学
に
深
い
理
解
を
示
 し
つ
つ
も
、
そ
の
「
克
服
」
（
 
C
 ヴ
の
 
Ⅰ
 
毛
ぃ
 
コ
リ
 
仁
コ
 
㎎
）
の
必
然
 性
 、
不
可
避
性
を
強
 

諭
 す
る
 ボ
ル
ノ
ゥ
 も
ま
た
、
実
存
の
立
場
を
、
「
人
間
 
と
い
う
現
存
在
が
、
無
気
味
で
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
 ぅ
 こ
と
を
余
す
と
こ
ろ
 

な
く
徹
底
的
に
顕
わ
に
し
た
」
（
 

4
 ）
哲
学
と
し
て
捉
え
る
。
 

実
存
主
義
は
、
折
口
学
と
し
て
ま
じ
め
に
と
り
あ
げ
る
。
 

へ
 
き
 連
動
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
わ
れ
わ
れ
の
現
代
の
精
神
 的
 危
機
が
表
現
き
れ
 

て
い
る
も
の
と
し
て
見
過
す
べ
き
で
も
な
く
、
否
定
す
。
 
へ
 きで
も
な
い
。
ま
た
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
わ
れ
わ
れ
 の
 現
在
の
危
機
の
表
現
 

（
 
毬
 ）
 

で
あ
っ
て
、
そ
の
危
機
の
解
決
（
 こ
 Ⅰ
 
潟
す
三
 3
 目
と
お
 ）
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

従
っ
て
「
現
代
の
精
神
的
状
元
」
。
 

、
ァ
 

（
 
"
 
4
 
 

）
 は
 ヤ
ス
パ
ー
ス
も
 分
 析
 す
る
ご
と
く
、
「
人
間
の
全
面
に
お
お
わ
れ
た
不
安
」
 （
Ⅰ
の
す
の
 

コ
 の
の
 
目
 ぬ
の
 
ま
 
）
 卜
卜
 

よ
っ
て
の
み
特
徴
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
の
み
、
 実
存
主
義
の
誕
生
も
正
し
く
理
解
さ
れ
 ぅ
 る
の
で
あ
る
 。
し
か
し
実
存
主
義
に
 

ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
は
、
一
面
に
お
い
て
フ
ー
バ
ー
と
は
 

異
な
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ご
と
き
、
不
安
と
顛
落
の
 

中
 で
、
先
駆
的
に
死
を
 

決
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
的
な
自
己
存
在
に
還
 

帰
 す
る
立
場
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
実
存
の
 

ま
場
に
は
、
人
格
的
な
 

他
者
や
汝
と
の
間
に
存
在
す
る
 
愛
 と
人
格
の
出
合
い
は
 
少
し
も
語
ら
れ
ず
、
従
っ
て
世
界
を
通
し
て
の
「
安
ら
い
 

」
 ホ
オ
 
亡
ず
の
）
が
存
在
し
 

な
い
と
す
る
点
で
ほ
、
フ
ー
バ
ー
に
共
通
し
た
批
判
を
 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
 

は
、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 
い
 

ぅ
 無
責
任
社
大
衆
的
現
存
在
の
立
場
を
残
す
も
の
で
あ
 

り
 、
そ
の
「
実
存
な
き
現
存
在
」
（
 

し
 拐
の
ぎ
。
 
ず
コ
 
の
 鱗
独
 
㌔
 

 
 

だ
 自
己
存
在
と
客
体
化
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
 

人
 

え
ら
れ
た
現
存
在
は
 
、
斬
 ら
し
い
人
格
的
実
存
の
共
同
の
 

格
 的
な
 汝
 と
の
世
界
が
十
分
現
れ
て
い
な
い
と
べ
 

ル
 ジ
 ャ
 

世
界
の
中
で
の
み
、
本
来
性
を
回
復
し
、
そ
の
こ
と
の
 

中
 で
「
存
在
」
の
世
界
 

｜
エ
 フ
 は
 み
る
。
 

こ
の
人
間
を
「
守
ら
れ
て
い
な
い
」
（
目
口
的
の
す
 

0
 
（
㏄
の
 

コ
り
 
も
の
と
し
て
、
「
 
被
投
性
 」
（
の
の
 

毛
 0
 
～
 
す
 手
色
（
）
に
お
け
 
る
も
の
と
し
て
、
 
捉
 

も
す
べ
て
 顕
 わ
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
 



    

「出合い 」と「安らい」 

こ
れ
は
通
常
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
 
「
 
無
 」
（
 イ
 c
 ア
 （
の
）
と
は
全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
り
、
 
あ
ら
ゆ
る
「
否
定
」
 

（
く
 
%
 三
斗
巨
晶
）
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
一
つ
の
「
 絶
 射
的
な
も
の
」
 
2
%
 
卜
芽
 0
 す
汀
 ）
を
見
出
し
て
来
た
の
 
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
「
実
存
す
る
こ
と
」
八
円
 甑
の
 （
 
@
 
の
 「
の
 
口
 ）
 
と
 
「
超
越
す
る
こ
と
」
（
 ゴ
目
総
 の
 
口
日
 の
お
し
は
、
互
い
に
 
唯
 一
 不
可
分
の
過
程
に
お
 

（
 
磁
 ）
 

い
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
 

 
 

の
 出
合
い
」
の
場
所
で
 

も
あ
る
。
 

し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
そ
の
 種
 と
し
て
実
存
哲
学
は
 、
 「
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
を
、
自
己
自
身
の
魂
の
 最
も
内
な
る
中
核
 に
 

お
い
て
の
み
、
人
間
の
最
も
希
望
の
な
い
孤
独
化
の
中
に
 ）
（
 う
 ら
の
Ⅱ
 

す
 0
 曲
目
ヒ
コ
㏄
 

ム
 0
 ㏄
の
㏄
（
の
コ
 

ソ
ト
 
の
Ⅱ
の
 

ヨ
 の
曲
Ⅰ
 

コ
け
コ
 
内
廷
 の
 
の
目
の
 コ
 の
の
 
ア
 の
さ
の
中
に
 

見
出
し
て
い
る
」
（
㏄
）
点
に
こ
そ
、
そ
の
限
界
が
存
在
し
 ぅ
 る

と
ボ
ル
ノ
ウ
 は
捉
え
る
。
そ
こ
で
こ
そ
人
間
の
意
義
あ
 る
 生
存
は
、
い
か
に
 実
 

存
的
 体
験
の
危
機
の
中
に
あ
り
 ぅ
 る
と
し
て
も
、
孤
独
 化
を
超
え
て
探
究
さ
れ
ね
 ば
 な
ら
な
い
。
 

そ
の
克
服
の
方
向
は
、
実
存
の
哲
学
に
よ
っ
て
、
排
除
 さ
れ
た
生
と
世
界
の
哲
学
の
再
検
討
の
立
場
、
そ
れ
へ
の
 復
帰
の
方
向
に
一
つ
 

の
 活
路
を
見
出
し
う
る
と
ポ
ル
ノ
 ヴ
 は
い
う
。
そ
れ
は
、
 
実
存
の
立
場
に
充
ち
て
い
る
「
個
々
の
実
存
の
孤
独
」
 
、
「
希
望
の
な
い
孤
独
」
 

（
㌔
）
 

「
内
面
的
な
自
我
の
実
存
哲
学
的
孤
立
化
」
（
日
の
の
性
の
（
の
 
コ
 お
臣
 o
n
o
 

づ
圧
ぉ
訂
 
㌃
三
 %
 ヨ
コ
 的
 ）
か
ら
の
脱
出
と
し
 て
 、
実
存
を
基
底
に
し
 

つ
つ
も
、
実
存
が
否
定
し
た
と
こ
ろ
の
自
然
、
文
化
、
精
 神
の
領
域
に
新
し
い
生
命
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
 。
そ
れ
は
ま
た
、
実
存
 

哲
学
に
先
立
つ
生
の
哲
学
の
基
盤
で
あ
り
、
孤
独
よ
り
 共
同
の
関
係
に
、
理
性
を
も
含
め
て
遣
帰
す
る
こ
と
に
 外
 な
ら
な
 

実
存
哲
学
に
お
い
て
な
お
ざ
り
に
き
れ
て
い
る
生
の
他
 の
 領
域
と
し
て
、
信
仰
、
愛
、
感
謝
す
べ
き
信
頼
、
未
来
 へ
の
希
望
と
確
信
に
 

充
ち
た
勇
気
等
が
考
え
ら
れ
 ぅ
る
 領
域
で
あ
る
。
実
存
 的
な
孤
独
の
束
縛
を
解
き
放
し
、
人
間
を
支
え
て
い
る
 連
 関
を
人
間
の
外
の
現
実
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の
中
に
、
自
己
本
来
の
人
格
の
内
奥
の
核
心
に
、
人
間
の
 最
後
の
支
え
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
ゆ
え
に
実
存
 と
 し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
 

ハ
 
㏄
）
 

あ
る
。
 

あ
っ
て
は
、
こ
の
重
圧
的
な
気
分
に
安
ら
っ
て
い
る
の
 で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
外
的
な
「
支
え
」
（
 由
 已
む
の
 崩
 壊
の
中
で
、
自
己
自
身
 



に
ま
で
と
り
も
ど
す
こ
と
の
中
に
、
脱
出
の
方
向
が
あ
 る
 。
そ
の
よ
う
な
現
実
は
、
自
己
以
外
の
人
間
や
、
人
間
 0
 社
会
や
ま
た
そ
の
 社
 

会
を
形
成
し
て
き
た
組
織
を
も
、
そ
れ
と
し
て
あ
げ
 う
 る
し
、
ま
た
精
神
的
な
世
界
の
力
、
人
間
に
意
味
と
内
容
 を
 与
え
る
永
久
的
な
何
 

か
や
、
信
頼
す
べ
き
も
の
に
お
い
て
も
示
し
 ぅ
る
 。
 

「
こ
の
よ
う
に
実
存
哲
学
が
ぶ
つ
か
っ
て
、
そ
こ
で
自
ら
 
を
 越
え
て
突
き
進
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
限
界
は
 、
絶
 望
か
ら
新
し
い
信
仰
 

ハ
，
ハ
 

5
 
。
）
 

（
 
お
 ）
 

へ
、
「
敬
虔
」
（
 臼
ぎ
 荘
内
方
 
の
 （
（
）
 
へ
向
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
 
地
点
に
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
 

人
間
は
自
己
の
究
極
の
内
面
性
の
中
に
引
き
こ
も
り
、
 世
 界
は
世
界
の
在
り
方
に
委
せ
る
と
い
う
こ
と
を
長
く
続
 け
る
こ
と
は
で
き
な
 

い
 。
従
っ
て
、
こ
れ
は
、
人
間
は
決
し
て
実
存
の
傍
を
皿
 バ
 関
心
に
通
り
過
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ま
た
そ
の
 中
で
立
ち
止
り
、
頑
固
 

に
し
が
み
つ
い
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
も
示
唆
 す
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
ほ
、
ま
さ
に
「
実
存
的
に
切
迫
し
た
人
間
存
在
の
 非
守
護
性
（
 C
 口
 ㏄
 宇
 。
お
の
コ
ア
。
 

@
 

の
体
験
か
ら
、
い
ま
 や
 
「
守
ら
れ
て
い
る
」
 

（
 
7
 
5
 レ
 

（
の
の
 
サ
 o
H
 

的
の
コ
ア
 

住
 （
）
と
い
，
 
ワ
 新
し
い
感
情
へ
の
道
で
あ
る
 ピ
 そ
れ
は
し
か
し
実
存
の
体
験
を
止
揚
す
る
も
の
で
は
 な
く
て
、
そ
の
体
験
を
 

通
し
て
、
そ
こ
か
ら
脱
出
（
申
す
 
ア
 の
 印
 ）
を
は
か
り
、
 
実
 存
の
拡
張
（
 申
 毛
色
 8
 目
 コ
 も
と
し
て
、
更
に
高
い
地
 平
に
お
い
て
展
望
を
広
 

く
す
る
境
地
の
開
拓
で
あ
っ
て
、
こ
の
新
し
い
安
心
は
 何
の
疑
い
も
な
い
素
朴
な
人
間
の
安
全
感
ハ
組
 臼
 の
ぺ
 
プ
 の
 @
 
こ
と
は
当
然
区
別
し
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
ポ
ル
ノ
 ウ
 に
お
い
て
も
、
実
存
の
孤
独
化
 の
 批
判
を
通
し
て
、
そ
の
克
服
の
方
向
 は
 、
「
出
会
い
」
 、
 「
わ
れ
と
 汝
 」
 の
 

実
存
的
共
同
、
「
存
在
へ
の
信
頼
」
（
の
の
 ビ
 留
の
（
（
 

ぺ
 a
u
 
臼
 ）
に
あ
る
と
、
肯
定
的
な
生
と
世
界
へ
の
再
建
を
、
実
存
 の
 体
験
を
通
し
て
、
 
現
 

ハ
 
%
 ）
 

実
の
世
界
に
探
究
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
 と
は
、
す
で
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
実
存
的
交
わ
り
」
 

宋
バ
 -
 
の
 
（
 
0
 日
 
ノ
ゴ
 
の
 ト
 
-
0
 
 

ハ
 
目
 0
 Ⅰ
日
 

ソ
 
Ⅱ
Ⅰ
 

@
 ト
目
 

円
り
 

P
 
一
 

（
 
じ
 ）
 

寸
緊
邑
 
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
の
中
に
も
示
唆
さ
 れ
て
い
る
。
「
た
だ
私
は
交
わ
り
に
お
い
て
の
み
他
の
実
 存
の
真
理
を
見
る
」
と
 

 
 

い
わ
れ
る
。
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
そ
の
 転
 向
 
（
木
の
ア
ト
③
と
い
わ
れ
る
「
 脱
存
 」
（
已
イ
 a
@
 
の
 
（
の
㌧
も
 
す
 な
む
ち
「
存
在
の
明
 

る
み
に
 士
ユ
 
つ
こ
と
」
八
ロ
 い
 の
臼
の
ず
の
 
コ
ぎ
宙
 ③
日
 方
は
ア
 
（
 
ニ
コ
 
㏄
口
の
の
の
の
 
ぎ
 ③
と
い
う
「
存
在
」
が
「
思
惟
す
る
」
 
立
 場
 に
お
い
て
も
、
新
し
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「出合い」と「安らい」 

註
 
（
 
l
 ）
 
K
.
 
マ
ル
ク
ス
「
経
済
学
・
哲
学
手
稿
 ヒ
 
-
 
大
月
 版
 ）
九
九
 ｜
一
 0
 四
頁
 

（
 2
@
 
 岩
崎
武
雄
コ
弁
証
法
」
 

一
 三
六
頁
参
照
 

同
 

コ
 現
代
の
人
間
観
ヒ
 
七
 0
 頁
 

協
合
理
作
「
 人
 問
と
倫
理
」
四
三
頁
 

下
 
p
-
 

の
セ
つ
 
の
 コ
 ず
ハ
 
ふ
 
（
）
 

だ
 ）
・
 
+
 
：
 
E
*
 Ⅰ
 
-
@
-
 

の
コ
 
a
-
t
@
0
 

コ
 0
 （
 ダ
ミ
 
O
d
 

の
（
コ
ノ
ミ
㏄
 

コ
 。
）
 0%
 
（
 粗
 日
光
）
九
八
頁
 

（
 
3
 ）
 
本
 ・
 ぎ
毛
ぎ
ア
エ
 の
 日
構
 的
の
 
r
 。
お
お
（
沖
田
渕
）
三
七
頁
 

（
 
4
 ）
拙
論
「
マ
ル
ク
ス
主
義
と
実
存
主
義
の
対
立
」
（
新
潟
 
大
学
教
育
学
部
高
田
分
校
紀
要
第
 
6
 
号
一
九
六
一
年
十
二
 月
 ）
 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
批
判
を
な
し
た
も
の
と
し
て
次
の
も
の
 が
あ
る
。
 

ハ
リ
 
・
 こ
由
オ
 
の
 り
 ㏄
 
巴
 メ
正
洋
 
り
コ
 
ヰ
田
 
-
 
ず
ト
 
臣
 0
0
 仁
プ
 円
 
い
 Ⅰ
 
メ
 笘
の
目
 

目
 
の
 曲
 。
 ト
 0
 曲
㏄
 

の
 ・
Ⅰ
 仁
寸
の
 
ぃ
田
し
ず
い
の
 ト
 
の
（
 
び
 n
E
 
コ
 い
も
の
Ⅱ
 
せ
の
 
Ⅱ
ロ
ロ
 

ロ
 （
（
。
）
の
り
 

印
 

目
 ・
Ⅰ
の
 
敵
す
弍
 
Ⅱ
 
空
 
Ⅰ
。
Ⅱ
 
パ
掠
 
（
の
 
目
 （
㍗
 
一
 
が
日
 P
 Ⅰ
 O
 七
の
 

Q
.
 ミ
 り
 コ
 隼
の
の
ま
 仁
 し
ガ
 コ
む
 す
の
Ⅱ
 
年
ず
巴
 Ⅹ
 @
 
の
 
（
 
e
 コ
い
つ
ず
岸
 

。
の
 
0
 せ
ア
ず
 
。
 ト
 の
り
 
印
 

ナ
 
H
,
.
 
Ⅲ
 
一
 
一
 
u
-
 

（
（
～
 

ぅ
ニ
プ
ミ
 
の
（
 
@
w
 

ユ
 の
 
-
 
目
 @
@
 

（
（
）
 

-
w
 
の
（
 吊
 ～
か
 
つ
 0
-
 
三
 @
@
0
 

ト
 
ア
ト
一
つ
下
一
の
 

パ
 ・
 ロ
ハ
 
の
 
も
 の
 弓
 
㏄
 
セ
の
 Ⅱ
 
コ
け
コ
円
 

（
 仁
コ
 
色
目
日
毎
 
の
 （
 
つ
 め
Ⅱ
 
臣
缶
 
百
円
（
 
-
 
コ
目
 コ
の
 
e
 Ⅱ
 0
 Ⅱ
 N
 の
ぎ
。
 
ト
 の
り
 
う
 

お
 .
 ト
右
メ
 

の
す
け
 
才
 Ⅱ
宇
土
 0
 Ⅱ
 ヒ
ピ
 ト
リ
コ
の
 

コ
串
 Ⅰ
 
日
 づ
 
（
 0
 Ⅱ
の
目
の
 

0
 住
 0
 日
 
セ
 。
 ト
の
 
㏄
  
 

Ⅱ
・
し
コ
 コ
コ
 
の
 且
れ
キ
ず
 （
 
田
監
モ
い
 っ
年
の
 

i
v
 

目
 ず
け
 
由
 0
 巨
 い
づ
 0
 ず
 。
 ト
 の
ト
 
㏄
 
@
 。
ト
 
の
下
の
 

Z
.
 め
の
 
Ⅱ
 
隼
 ㎏
 ぃ
 0
 セ
 @
 の
 一
ド
 
セ
り
 
Ⅱ
 
セ
が
再
隼
 Ⅱ
Ⅱ
 

e
o
 

年
 0
 日
 。
 ト
 の
 曲
 。
 

い
 
「
安
ら
い
」
の
光
が
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
 ぶか
ノ
ク
 も
 、
そ
れ
は
、
実
存
が
人
間
を
と
び
越
え
て
「
存
在
 そ
 の
も
の
」
や
「
超
越
」
 

と
 関
係
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
わ
れ
と
 汝
 」
 の
 
「
 出
ム
ロ
い
 
」
の
世
界
、
（
 G
.
 

マ
ル
セ
ル
、
 

L
.
 

ビ
ン
 

ス
ワ
ン
ガ
ー
に
お
い
て
、
 

フ
ー
バ
ー
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
）
愛
の
世
界
 を
 通
し
て
の
み
、
「
安
心
」
の
世
界
に
出
る
こ
と
の
 可
 能
 性
を
実
存
主
義
の
克
 

-
 
う
 
ろ
 
@
 
）
 

服
の
方
向
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
「
安
ら
い
」
の
究
明
は
次
の
機
会
に
捉
え
よ
，
 

ヮ
 。
 

85 ( ㏄ ) 



小
 
0
 ）
 

ハ
ー
）
 

小
 
ノ
 
Ⅰ
 
D
 

2
0
 

2
 
）
 

（
 
9
4
 

3
 
く
 
リ
 ン
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ヲ
白
 ㏄
 仁
 す
の
Ⅱ
 
弔
 小
曲
 
笘
の
 @
 
コ
ト
 Ⅰ
（
 

0
 つ
 ぎ
。
 
ト
 
0
%
 
ぃ
 

n
.
.
 

イ
 ・
～
の
 

@
 
（
 
@
@
n
@
 

（
円
）
ひ
 

@
H
@
@
H
 

目
 ～
 -
 
～
の
 
c
c
 

ゐ
メ
ヲ
ト
 
の
 
@
 一
 
@
@
@
 

笘
の
（
Ⅰ
）
 

+
@
 

田
 0
@
w
0
h
@
+
@
@
@
 

の
 。
 ト
 
0
%
 
ヒ
 

由
 ・
 内
 け
ず
 
三
 
㏄
織
の
ぬ
 
コ
目
 
コ
 
%
 ヨ
ぎ
驚
日
之
ピ
 圧
の
。
）
の
 

き
 

Ⅰ
・
㌧
・
の
 
曲
 Ⅱ
（
Ⅱ
 

り
 @
 亡
 "
 
Ⅱ
Ⅹ
ぁ
ヰ
 

0
 つ
ゴ
田
 
-
 
の
日
 
e
e
 

㏄
円
仁
 

目
ず
 白
日
 Ⅰ
）
 

い
 ぁ
 Ⅱ
 ヒ
 
㊦
 "
 
ト
 
の
下
ウ
 

耳
目
の
ざ
の
一
匹
㎡
 

一
 
e
 円
目
サ
ミ
 
缶
臼
ソ
 
立
目
 宙
 出
の
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山 慧遠に お ける道の究極 

趨 し 二 白 の 大 い 的 う 

を て 慧 
目 互 遠 慧遠 のの性 然 第二 倫的 ヵ る 三 道徳 とし 

指 い の 格 板 は 道 、 の て は 
し に 自 か 抵 Ⅰ 徳 そ 白 い   

ら に - の れ然 る 禅 

こ て に 

承 の る 
認 で 見 
し は 健 吾 
て な か   
と ひ て 

展 @ こ 
云 と み 

る 人   
で 間 か 
あ 惰 れ 

ほ 神に関ろう。 、入   
こ す 間 
の る 精 
点 と 神 
か い の 

  
当 に ぞ 
然 お れ 

ハ の か い の 

れ て 領 
は 、 域 

、 相 を 
種 互 認 
々 @C  め 
0 夜 な   
宗 流 がま 

教 の、 しら も 
場 か 
合 っ そ 
に 共 れ 
も 通 ら 

、 の は ） 
自 り 尋 がさ   

89@ cs9) 

盧
山
慧
遠
に
お
け
る
道
の
 究
極
 

玉
城
 
康
 

四
郎
 



分
の
奉
ず
る
宗
教
の
み
を
絶
対
化
し
て
他
を
排
す
る
と
 い
 う
 の
で
は
な
く
、
他
の
宗
教
に
対
し
て
も
、
同
様
の
真
 理
を
認
め
よ
う
と
す
る
 

 
  
 

 
 

態
度
に
出
て
い
る
。
け
だ
し
自
己
の
宗
教
の
み
を
絶
対
 化
し
よ
う
と
す
る
態
度
ほ
、
た
だ
我
意
的
な
狂
信
に
発
し
 て
い
る
か
、
あ
る
い
は
 

 
 
 
 

宗
教
の
教
義
に
固
執
し
て
い
る
場
合
そ
れ
も
ま
た
 我
意
性
の
一
種
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
が
 1
i
 
に
お
こ
 り
 得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
（
 

し
 慧
遠
は
、
宗
教
の
教
義
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
 は
な
い
。
真
理
を
探
求
し
、
ま
た
体
現
し
よ
う
と
す
る
 こ
と
が
、
か
れ
に
と
っ
 

て
 唯
一
の
目
的
で
あ
る
。
慧
遠
は
、
結
局
に
お
い
て
 仏
 教
を
奉
じ
、
こ
と
に
禅
定
を
重
視
し
て
、
つ
い
に
は
禅
定
 に
も
と
づ
く
念
仏
三
昧
 

を
 修
し
て
い
る
が
、
真
理
を
探
求
す
る
態
度
に
お
い
て
 は
 終
始
一
貫
し
て
い
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

慧
遠
は
 、
 右
に
論
述
し
た
よ
う
な
点
か
ら
、
他
の
宗
教
 に
 対
し
て
心
の
門
 p
 を
開
き
、
い
わ
ば
宗
教
の
普
遍
性
 と
 い
う
よ
う
な
こ
と
を
 

念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
れ
が
 着
 目
し
た
の
ほ
 、
 云
 う
 ま
で
も
な
く
伝
統
的
な
教
え
で
あ
る
 儒
教
と
老
荘
で
あ
る
。
 

か
れ
は
、
老
荘
に
関
し
て
、
 

劉
 遺
民
な
ど
に
あ
て
た
 書
 の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
老
荘
を
見
る
に
お
よ
び
、
す
な
 

む
 ち
、
名
教
こ
れ
応
変
 の
 虚
談
た
る
を
悟
る
の
み
。
今
に
し
て
観
れ
ば
、
す
な
 わ
ち
 沈
 冥
の
趣
き
 

を
 知
る
。
豊
に
仏
の
理
を
も
っ
て
先
と
な
さ
ざ
る
を
 得
 ん
や
。
い
や
し
く
も
こ
れ
を
会
し
て
 宗
 あ
れ
 ば
 、
す
な
わ
 ち
 百
家
、
致
を
同
じ
 

，
 
n
,
,
 

す
 （
 
l
 
。
」
 

）
 

こ
こ
で
名
教
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
老
荘
の
無
名
の
教
 、
 
ぇ
に
 対
し
て
儒
教
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
 ち
 慧
遠
の
趣
旨
に
し
 

た
が
え
ば
、
老
荘
の
教
え
を
学
ぶ
に
お
 ょ
 ん
で
、
儒
教
 は
 変
遷
す
る
世
の
中
の
そ
ら
ご
と
に
す
ぎ
な
い
、
と
知
る
 よ
う
に
な
っ
た
、
し
か
 

し
 今
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
老
荘
の
教
え
は
、
た
だ
 冥
亘
 （
の
世
界
へ
沈
み
こ
ん
で
い
く
だ
け
で
あ
る
、
し
た
が
っ
 

て
 仏
教
の
道
理
を
第
一
 

と
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
道
理
を
 統
一
し
て
、
そ
こ
に
根
本
原
理
が
確
立
さ
れ
る
な
ら
、
 い
 か
な
る
教
え
も
、
儒
教
 

も
 老
荘
も
、
そ
の
精
神
を
同
じ
う
す
る
、
と
い
う
の
で
 あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
慧
遠
は
、
仏
教
の
道
理
こ
そ
 第
 一
 と
な
す
の
で
は
あ
る
 

が
 、
こ
の
道
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
ら
 ぼ
 、
い
か
な
 る
 教
え
も
遂
に
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
は
い
な
 い
 0
 こ
の
書
は
、
 
劉
遺
 

叱
な
ど
に
あ
て
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
道
理
の
 確
立
さ
れ
る
方
法
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 



甜
 
あ
る
、
天
下
も
お
の
れ
も
、
事
物
も
わ
れ
も
、
 

一
 体
で
あ
る
と
見
れ
ば
、
す
べ
て
ほ
 
、
 ム
ロ
抱
の
一
事
に
ほ
か
 

な
ら
な
い
、
そ
の
間
に
優
劣
 

却
の
区
別
は
な
い
が
、
事
実
上
の
実
力
か
ら
見
れ
 
ば
、
 さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
、
と
い
う
。
慧
遠
は
、
こ
の
 

よ
う
な
段
階
を
通
じ
て
帰
一
 い
 

 
 

 
 

峰
 
す
る
と
こ
ろ
の
道
理
を
、
た
ん
に
抽
象
的
に
主
張
 

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
次
第
に
徳
を
進
め
て
最
後
に
は
 

、
そ
の
徳
を
君
臣
や
親
子
の
 

盧
 

関
係
の
間
に
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 始
め
て
内
外
 
の
 教
え
が
知
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
 

慧
 遠
の
思
想
傾
向
の
特
色
 

る 道の究極 

と
 述
べ
て
い
る
。
 

名
教
を
儒
教
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
遺
訓
と
は
老
荘
の
教
 

、
 
て
き
 指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
 
ね
 ち
、
老
荘
、
 
儒
教
、
仏
教
は
 
、
そ
 

れ
ぞ
れ
、
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
 

 
 

に
 帰
す
る
点
は
同
じ
で
 

4 ム と が ミ 

（
 
2
 ）
 

「
宜
し
く
常
務
を
簡
絶
し
て
空
門
に
専
心
す
べ
し
。
然
る
 
後
に
、
 津
寄
 の
 情
 あ
つ
く
、
束
生
の
計
深
か
ら
ん
。
」
 

日
常
世
間
の
つ
と
め
を
絶
っ
て
、
ひ
た
す
ら
空
門
に
専
 心
す
 。
 
へ
 き
で
あ
る
、
そ
 う
 す
れ
ば
、
自
己
の
全
体
が
統
一
 さ
れ
て
自
己
の
帰
趨
 

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
従
っ
て
栗
生
の
想
い
も
深
ま
 る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
僧
肇
の
仏
教
が
 、
般
 若
 空
観
に
徹
し
よ
う
 

し
た
の
に
対
し
て
、
慧
遠
は
、
た
ん
に
仏
道
の
究
極
 た
 る
 法
性
を
追
求
し
た
の
で
は
な
く
、
や
は
り
般
若
空
観
に
 徹
す
る
と
い
う
大
乗
 

教
の
源
流
か
ら
そ
れ
て
い
な
い
こ
と
ほ
注
意
さ
る
べ
き
 で
あ
る
。
 

さ
ら
に
か
れ
は
、
 

ひ
そ
 

「
常
に
お
も
え
ら
く
、
追
訴
と
名
教
と
、
釈
迦
 と
 周
礼
 と
 は
 、
 発
致
殊
 な
り
と
い
え
ど
も
、
 而
 か
も
潜
か
に
相
形
 饗
 し
、
出
処
誠
に
 

異
な
る
も
、
終
期
は
す
な
わ
ち
同
じ
。
…
・
・
・
天
下
を
し
 

て
己
に
 

お
 の
れ
物
我
同
じ
く
観
ず
れ
ば
、
す
な
 

荒
 し
か
ら
し
め
、
 

ね
 ち
こ
れ
、
合
抱
の
 

一
車
の
み
。
寛
に
優
劣
を
間
て
て
、
 相
 興
す
る
に
 

ざ
る
く
み
 

非
 

も
の
あ
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
、
 跡
 よ
り
し
て
尋
ぬ
れ
 ば
 、
な
お
大
い
に
兼
愛
 

に
 同
じ
き
が
ご
と
く
、
遠
く
そ
の
実
を
求
む
れ
 ば
、
す
 な
わ
ち
階
差
分
あ
り
。
分
の
通
ず
る
と
こ
ろ
、
未
だ
言
 う
 に
勝
ぅ
 べ
か
ら
ず
。
 

故
に
漸
く
慈
し
ん
で
以
て
徳
を
進
め
ば
、
事
を
し
て
 君
 観
 に
顕
わ
し
む
。
こ
れ
よ
り
し
て
観
ず
れ
ば
、
す
な
 む
 ち
 、
内
外
の
教
え
知
る
 

（
 
3
 ）
 

へ
く
 、
聖
人
の
情
見
る
べ
し
 ピ
 



が
 考
え
ら
れ
る
。
か
れ
は
、
老
荘
、
儒
教
、
仏
教
の
同
 

じ
 帰
一
処
を
理
論
的
に
推
定
し
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
 

、
自
分
に
納
得
の
い
く
 

形
に
お
い
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
道
徳
の
実
践
や
禅
定
 

の
 経
験
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
の
内
的
な
交
流
を
 

認
知
し
ょ
う
と
す
る
の
 

で
あ
る
。
思
索
と
経
験
 
は
 、
慧
遠
の
主
体
的
な
認
識
の
 
、
 重
要
な
二
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
 

さ
ら
に
ま
た
、
か
れ
は
別
の
箇
所
に
お
い
て
、
右
に
か
 

か
げ
た
引
用
文
の
発
端
と
、
ほ
ぼ
同
じ
文
を
以
て
は
じ
め
 

な
が
ら
、
 諸
 教
練
ム
ロ
 

の
 問
題
を
一
そ
 う
 ふ
か
く
追
求
し
て
い
る
。
 

ひ
そ
 

「
常
に
お
も
え
ら
く
、
道
法
と
名
教
と
、
如
来
と
 

尭
孔
と
 ほ
 、
 発
致
殊
 な
り
と
い
え
ど
も
、
潜
か
に
 
相
 影
響
し
 、
 出
処
誠
に
異
な
る
 

も
 、
終
期
は
す
な
わ
ち
同
じ
。
 
詳
 か
に
こ
れ
を
 
辮
 ず
れ
 ぼ
 、
指
帰
見
る
べ
し
。
 

そ
む
 

理
 、
あ
る
い
 ほ
 先
に
ム
ロ
し
て
後
に
 

幸
 く
あ
り
。
先
に
 
乖
 い
て
後
に
合
す
る
あ
り
。
 

先
に
合
し
て
後
に
赤
く
も
の
は
、
諸
仏
如
来
、
す
な
わ
 

ち
 そ
の
人
な
り
。
先
に
 
幸
 い
て
後
に
ム
ロ
す
る
も
の
は
、
 

歴
 代
 君
主
、
い
ま
だ
 

（
 
ヒ
つ
 

）
 

極
み
を
体
せ
ざ
る
の
 
主
 、
す
な
 む
 ち
そ
の
流
れ
な
り
。
」
 

こ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
道
理
の
上
か
ら
見
て
 
、
 ㈹
先
に
合
し
て
 
後
に
 幸
 く
も
の
と
、
㈲
先
に
希
い
て
後
に
ム
ロ
す
る
も
の
 

、
と
に
分
け
、
前
者
 

に
 諸
仏
如
来
、
後
者
に
歴
代
君
主
を
お
い
て
い
る
。
 

そ
 し
て
こ
れ
に
対
す
る
慧
遠
の
説
明
に
 

よ
 る
と
、
第
一
の
場
 
ム
ロ
 
に
は
、
仏
の
自
然
神
 

妙
の
法
が
 、
 時
に
ほ
雲
仙
、
転
輪
聖
帝
と
な
り
、
時
に
 

は
 、
卿
相
、
国
師
、
道
士
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
 

う
に
変
現
し
て
し
ま
 
，
フ
 

と
 、
自
己
の
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
自
分
で
分
か
 

ら
な
く
な
る
、
す
な
 
む
 ち
、
道
理
の
上
で
は
、
は
じ
め
に
 
仏
 と
し
て
 ん
ロ
 
し
て
い
る
 

 
 

 
 

だ
 大
業
を
成
就
し
て
い
 

な
い
君
王
で
も
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
歴
代
の
君
王
が
こ
れ
を
，
 

ヮ
 け
て
、
つ
い
に
大
業
を
成
就
 
し
、
 一
つ
の
道
に
帰
す
る
 
を
 指
す
の
で
あ
っ
て
 
、
 

慧
遠
の
思
索
は
、
こ
の
点
か
ら
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
右
の
第
二
の
立
場
に
お
い
て
、
も
し
「
 

乖
 い
 て
後
に
合
す
る
」
 

と
い
う
事
実
が
承
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
道
を
歩
む
も
 

の
は
一
機
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
 

、
ま
た
、
「
合
し
て
後
に
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と
い
う
仕
方
に
お
い
て
、
互
い
に
 

貫
 ぬ
き
ム
ロ
っ
て
い
る
 

と
 考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

か
れ
の
こ
の
よ
う
な
見
解
の
な
か
に
、
後
に
発
展
し
て
 

く
る
華
厳
思
想
の
一
郎
 

多
 、
 多
即
 一
の
観
念
の
発
芽
を
見
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

 
 

道
 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
先
に
挙
げ
た
慧
遠
 

の
 自
然
観
、
す
な
 

む
 ち
、
芸
術
的
共
感
の
自
然
、
現
実
的
 

応
報
の
自
然
、
人
倫
的
道
徳
 

 
 乖

く
 」
と
な
れ
ば
、
釈
迦
の
教
え
も
、
尭
舜
や
孔
子
の
 

教
え
も
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
ほ
な
い
、
 

と
 な
す
の
で
あ
る
。
し
た
 

が
っ
て
 、
幸
 く
と
い
う
方
面
か
ら
、
そ
の
合
を
考
え
る
 

と
な
れ
ば
、
「
理
会
の
必
 
同
 」
を
知
り
、
合
の
方
面
か
ら
 
そ
の
 乖
 く
こ
と
を
見
る
 

と
 、
「
 体
 極
の
多
方
」
な
る
こ
と
を
悟
る
、
と
い
う
。
 

つ
 ま
り
、
互
い
に
い
か
な
る
道
を
歩
も
う
と
も
、
つ
い
に
 

は
 一
 つ
に
 帰
す
る
と
 ぃ
 

ぅ
 道
理
の
必
然
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
逆
に
 

、
根
 本
は
 一
つ
の
道
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
真
理
 

の
 現
わ
れ
方
の
多
様
な
 

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
慧
遠
は
、
真
理
の
統
一
性
 

と
 多
様
性
と
の
関
係
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
 

、
 も
し
こ
の
関
係
を
見
得
 

な
い
も
の
は
、
た
だ
形
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
 

い
、
と
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
関
係
は
 

、
 

「
天
地
の
道
は
、
功
、
運
化
に
尽
き
、
帝
王
 

之
補
 は
 、
理
 、
順
適
に
極
ま
る
。
」
 

と
い
う
一
文
に
尽
き
て
い
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

天
 ぬ
 の
道
の
形
而
上
的
な
の
に
対
し
て
、
帝
王
の
徳
は
具
体
 

的
な
の
で
あ
る
が
、
 
形
 

面
上
的
な
天
地
の
道
は
、
か
え
っ
て
そ
の
具
体
的
な
運
 

化
に
尽
き
て
い
る
し
、
具
体
的
な
帝
王
の
徳
は
 

、
 逆
に
形
 面
上
的
な
天
地
の
理
に
 

順
 通
す
る
こ
と
に
き
 
ね
 ま
る
、
と
云
え
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 天
地
の
形
而
上
性
と
帝
王
の
具
体
性
と
は
、
お
の
れ
が
 

相
手
の
な
か
に
生
き
る
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道
の
究
極
 

l
 

超
越
性
 

右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
天
地
に
お
け
る
道
の
統
一
性
 と
 、
帝
王
に
お
け
る
道
の
多
様
性
と
は
、
実
は
老
子
の
見
 解
 に
も
と
づ
い
て
い
 

る
 。
慧
遠
も
 、
 

「
か
の
老
子
の
意
を
尋
ぬ
る
に
、
天
地
は
一
を
得
る
を
 以 

 
 

。
 
一
 を
得
る
が
 
故
 

（
 
6
 
，
 ）
 

に
 、
万
化
の
本
と
な
り
、
順
を
体
す
る
が
故
に
、
 

運
通
 の
功
 あ
り
。
然
れ
ぼ
す
な
 ね
 ち
、
宗
を
明
か
に
す
る
は
 、
 必
ず
極
を
体
す
る
に
 

存
し
、
極
を
求
む
れ
ば
、
必
ず
順
化
に
 よ
 る
。
」
（
 

8
 ）
 

と
 述
べ
て
い
る
。
 

す
 な
 む
 ち
、
老
子
で
は
、
天
地
の
 一
 を
得
る
こ
と
が
、
 
万
 化
の
根
源
、
究
極
を
体
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
究
極
を
 求
め
て
み
れ
ば
、
 
運
 

 
 

通
 の
 功
 た
る
順
化
に
も
と
づ
く
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 こ
れ
は
、
先
に
論
じ
た
慧
遠
の
、
統
一
性
と
多
様
性
と
 の
 根
本
関
係
に
つ
い
て
 

 
 

の
 見
解
に
全
く
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 こ
こ
で
順
化
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
変
化
に
し
た
が
，
 
ヮ
 と
い
 v
,
 

づ
ノ
 
土
忌
 
味
 
で
あ
ろ
 

ケ
 
リ
ノ
 
。
 

 
 

と
こ
ろ
が
慧
遠
 は
 、
仏
教
の
究
極
を
求
め
て
み
れ
ば
、
 

と
 く
に
不
順
化
と
い
う
特
徴
が
目
立
つ
こ
と
を
強
調
し
て
 い
る
。
こ
れ
は
一
体
 

ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
の
論
じ
て
い
る
と
 ナ
 
」
ろ
に
よ
る
と
、
万
物
は
有
 
霊
と
皿
釜
立
 と
に
分
か
れ
、
 
た
 だ
 布
雲
 は
 つ
い
て
の
み
 

人
生
の
問
題
が
生
ず
る
。
す
な
 む
 ち
、
有
蓋
 は
、
 物
に
 感
じ
て
動
き
、
動
け
ば
必
ず
感
情
が
お
こ
る
、
 い
い
か
え
 れ
ば
、
変
化
に
対
し
て
 

感
情
を
有
し
て
い
る
、
従
っ
て
そ
の
生
存
は
絶
え
る
と
 き
が
な
 
い
 、
生
存
が
続
け
ば
、
変
化
は
ひ
ろ
く
な
り
、
 

形
 態
は
 複
雑
に
な
る
、
 
ま
 

た
 感
情
は
い
よ
い
よ
 滞
 こ
お
り
、
わ
ざ
わ
い
は
ま
す
ま
 す
 深
く
な
る
、
そ
こ
で
、
も
し
変
化
が
尽
き
果
て
る
と
、
 生
存
の
因
縁
は
大
久
に
 

そ
れ
で
は
、
道
の
究
極
は
、
慧
遠
に
お
い
て
ど
の
よ
 う
 に
 追
求
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
 



盧山慧遠における 道の究極 

「
 六
ム
ロ
 
の
外
は
、
聖
人
存
し
て
論
ぜ
ず
、
六
合
の
内
は
 

、
 聖
人
論
じ
て
議
せ
ず
、
春
秋
の
経
世
た
る
先
王
の
志
は
 

、
聖
人
議
し
て
 弁
ぐ
 

 
 

ぜ
ず
 
。
」
（
 

じ
 
i
 

と
も
述
べ
て
い
る
か
ら
、
順
化
を
超
越
し
て
天
地
の
根
 源
 た
る
撫
物
に
復
帰
す
る
一
面
の
存
す
る
こ
と
は
云
 う
ま
 で
も
な
い
。
慧
遠
も
ま
 

た
、
 先
に
論
じ
た
よ
 う
 に
、
儒
仏
老
は
終
局
に
お
い
て
 一
体
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
慧
遠
は
 、
 生
存
を
全
く
超
越
す
る
 

こ
と
が
、
と
く
に
仏
教
の
特
徴
で
あ
る
点
を
強
調
す
る
 の
で
あ
る
。
こ
こ
に
慧
遠
の
仏
教
観
の
性
格
を
認
め
る
 @
 
」
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
 

う
 。
そ
し
て
こ
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
慧
遠
に
お
 い
て
は
反
っ
て
 儒
 ・
 ム ・
老
の
究
極
的
同
一
性
を
明
ら
か
 に
す
る
こ
と
に
っ
 な
 が
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

「
荘
子
」
の
内
篇
、
音
物
論
に
 、
 

  

 
 ，

ハ
ノ
 

-
 
り
 」
 

休
息
す
る
が
、
流
動
す
れ
ば
、
限
り
な
く
 罪
 苦
を
重
ね
 る
こ
と
に
な
る
、
 
と
 

超
越
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
淫
楽
 が
志
求
 さ
れ
る
。
す
な
 わ
ち
慧
遠
に
お
い
て
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

慧
遠
の
右
の
見
解
か
ら
み
る
と
、
老
子
で
ほ
順
化
を
主
 損
 し
、
仏
教
は
む
 

し
か
し
老
子
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
 

「
 谷
神
 死
せ
ず
、
こ
れ
を
文
化
と
い
う
。
文
化
の
 間
 、
 こ
 れ
を
天
地
の
 

と
も
、
 「

こ
れ
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
名
づ
け
て
 

夷
 と
い
う
。
 
こ
 れ
を
聴
け
ど
 

ず
、
 名
づ
け
て
 微
 と
い
う
。
こ
の
三
考
は
致
 詣
 す
べ
か
 ら
ざ
る
が
故
に
 、
 

 
 

 
 

し
て
昧
か
ら
ず
、
細
細
と
し
て
名
づ
く
べ
か
ら
ず
、
 無
 物
 に
復
帰
す
。
 
こ
 い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
変
化
に
従
わ
ず
、
生
存
 を
 

は
 、
不
順
化
が
、
人
生
の
迷
い
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
 根
 本
で
 

し
ろ
不
順
化
を
根
本
趣
旨
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
 る
 。
 

（
 
0
9
 

）
 

根
 と
い
う
。
」
 

も
 聞
え
ず
、
名
づ
け
て
 希
 と
い
う
。
こ
れ
を
 博
 
と
ろ
 

う
れ
 

ど
 
も
得
 

あ
き
ら
か
 

混
じ
て
一
と
な
る
。
そ
の
上
に
し
て
 傲
 な
ら
ず
、
そ
の
 
不
に
 

れ
を
無
状
の
状
、
無
象
の
象
と
い
う
。
こ
れ
を
 惚
胱
と
 
 
 

    



と
 述
べ
て
い
る
。
 

こ
こ
で
慧
遠
が
強
調
し
て
い
る
点
は
、
聖
人
の
道
は
 

、
論
 、
弁
、
議
を
離
れ
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
 

吾
 々
の
 
身
 に
 即
応
し
て
お
り
、
 

耳
目
の
及
ば
な
い
所
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
視
聴
に
 

か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
 

が
 明
ら
か
に
な
れ
ば
、
 

儒
 ・
 
ム
 ・
老
の
す
べ
て
は
、
根
源
的
に
一
体
と
な
る
、
 

と
い
う
確
信
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

事
 に
対
す
る
理
の
優
位
を
、
し
た
が
っ
て
仏
道
の
絶
対
 

的
 超
越
性
に
関
す
る
見
解
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
 

ろ
う
。
 

2
 
道
の
追
求
 

そ
こ
で
慧
遠
は
 
、
 道
の
究
極
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
 

構
想
を
廻
ら
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
大
智
論
 

抄
序
 」
 に
よ
る
と
、
 

  

 
 

「
そ
れ
 
京
 極
は
無
為
な
る
を
以
て
位
を
設
け
、
し
か
も
 

聖
 人
は
 、
そ
の
能
く
す
る
こ
と
を
成
ず
。
・
・
・
…
そ
の
 

裏
た
 る
や
、
珍
を
中
衛
 

に
 発
し
て
 
惑
 智
の
門
を
啓
き
、
 

無
 当
を
以
て
実
と
な
し
、
 

無
照
 を
も
っ
て
宗
と
な
す
。
 

無
当
 な
れ
 ば
 、
す
な
 む
 ち
 神
 、
 所
趣
に
 
凝
り
、
 

 
 

無
照
 な
れ
ば
、
す
な
む
ち
 

智
 、
所
行
に
 
寂
す
 。
寂
し
て
 
以
て
智
を
行
ぜ
 
は
 、
す
な
わ
ち
 
群
邪
 、
慮
を
革
め
、
是
非
 

息
む
。
 
神
 、
以
て
 
趣
 

 
 

聴
の
外
に
関
わ
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
 聖
 人
の
意
を
求
む
れ
ば
、
内
外
の
道
、
合
し
て
明
ら
か
な
る
 へ
し
 0
 」
 

と
あ
る
を
 ぅ
 け
て
慧
遠
は
 、
 

   
  

 

「
六
合
の
外
、
存
し
て
論
ぜ
 
ざ
ろ
 は
 、
 論
ず
べ
か
ら
ざ
る
 に
 非
ず
、
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
或
は
乖
 く
 。
六
ム
 ロ
 の
 内
、
 

論
じ
て
弁
ぜ
 ざ
る
 

 
 

｜
弁
す
へ
力
 ち
ぎ
る
に
非
ず
、
こ
れ
を
弁
ず
れ
ば
 或
 は
 疑
 う
 。
春
秋
の
経
世
た
る
先
王
の
 志
 、
弁
じ
て
議
せ
ざ
 る
は
議
す
。
 へ
 か
ら
さ
㏄
 

ま
、
 

る
に
非
ず
、
こ
れ
を
議
す
れ
ば
戒
ほ
乱
る
。
こ
の
三
一
者
、
 

み
 な
そ
の
身
に
即
 す
 。
耳
目
の
至
ら
ざ
る
所
、
以
て
関
 鍵
 と
な
し
、
し
か
も
 視
 



主
な
き
こ
と
を
。
 

 
 

こ
に
こ
お
い
て
す
な
 む
 ち
、
こ
れ
に
即
し
て
以
て
観
を
成
 じ
、
 雙
に
反
し
て
以
て
宗
を
求
む
。
豊
明
か
な
れ
ば
、
 す
な
わ
ち
 塵
 黒
や
 

峨
を
含
め
て
の
し
の
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
 
認
 

ま
ず
し
て
 儀
像
 観
る
べ
し
。
 
観
 深
け
れ
 ば
 、
す
な
わ
ち
 

識
 主
観
、
 
い
 い
か
え
れ
ば
こ
の
 
ょ
う
 な
事
態
を
認
識
す
 

悟
徹
 、
微
に
入
り
、
名
実
と
も
に
立
た
り
。
ま
さ
に
そ
の
 

る
 側
は
、
そ
の
事
態
に
即
し
 

要
を
尋
ね
ん
と
す
れ
 

 
 

ハ
，
 

l
,
 

5
 
）
 

ば
、
 必
ず
こ
れ
を
先
に
し
、
し
か
る
後
に
非
有
 非
無
の
 談
 、
方
に
得
て
言
う
べ
し
。
」
 

極
 

と
あ
る
。
 

嘩
 

右
の
文
の
う
ち
、
前
段
は
認
識
対
象
に
関
し
て
、
 後
段
は
認
識
主
観
に
関
し
て
の
論
述
で
あ
る
と
見
る
 ナ
 
」
と
が
で
き
る
。
ま
ず
対
象
の
 

柱
 

側
に
つ
い
て
い
え
ば
、
生
存
の
道
は
無
始
の
境
地
 か
ら
お
こ
っ
て
お
り
、
生
滅
変
遷
し
な
が
ら
現
在
に
至
っ
 て
い
る
。
従
っ
て
有
無
、
 
生
 

%
 
 減
と
い
う
こ
と
は
、
一
法
 
一
 化
に
関
し
て
行
な
わ
れ
 
て
い
る
と
こ
ろ
の
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
根
源
 
的
 状
態
で
は
な
い
。
い
い
か
 

 
 

適
え
れ
ば
、
有
無
、
生
滅
は
、
主
体
の
な
い
と
こ
ろ
 
の
 空
で
あ
る
に
体
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
認
識
の
対
象
で
あ
 り
 、
世
界
そ
の
も
の
（
自
己
 

ハ
 

 
 

 
 

盧
 

 
 

て
 観
察
を
深
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
 悟
徹
 、
 微
に
 入
り
、
名
実
と
も
に
 玄
 た
り
得
る
の
で
あ
る
。
 
慧
 

  

ふ
た
 

く
せ
 ぼ
 、
す
な
わ
ち
知
る
、
有
無
は
一
法
に
 廻
 謝
し
、
 
相
 侍
 し
て
原
に
非
ず
、
生
滅
は
両
つ
な
が
ら
一
化
に
行
な
 わ
れ
、
空
に
映
じ
て
 

に
 凝
ら
ば
、
す
な
む
ち
二
諦
、
軌
を
同
 

と
云
わ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
短
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
を
 

行
に
対
し
て
、
 神
 、
智
な
ど
が
対
照
さ
れ
 

の
主
観
を
表
わ
し
て
い
る
と
云
え
る
で
あ
 

る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

「
 生
 塗
は
無
始
の
境
に
兆
し
、
変
化
 

（
 
u
 ）
 

じ
 う
し
、
 玄
轍
 一
な
り
」
 

二
つ
に
分
類
し
て
み
る
と
、
 京
 極
 に
 対
し
て
聖
人
、
無
為
 に
 対
し
て
成
能
、
ま
た
、
 所
趣
 、
 所
 

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
対
照
は
、
前
者
が
認
識
の
対
 家
 で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
が
認
識
 

ろ
う
。
従
っ
て
認
識
の
対
象
と
主
観
の
方
面
か
ら
、
 慧
セ
 
逐
 に
お
け
る
道
の
究
極
の
考
察
を
始
め
 

「
大
智
論
 
抄
序
 」
に
 、
 

は
椅
 伏
の
場
に
構
く
。
み
な
 未
有
 に
生
じ
て
 有
 、
既
存
 に
 滅
し
て
 無
 な
り
。
推
し
て
こ
れ
を
 尽
 



道
は
二
 一
乗
に
冠
し
、
智
は
十
地
に
通
ず
る
に
非
ず
ん
ば
 

、
 敦
 れ
か
よ
く
 支
 根
を
法
身
に
 洞
 ぬ
き
、
宗
一
を
無
相
に
 帰
し
、
静
は
照
を
遺
 

（
 
り
 
@
 
）
 

る
こ
と
な
く
、
 
動
は
 寂
を
離
れ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
。
」
 

  

り
、
 妙
に
そ
の
極
を
尋
ね
し
む
。
そ
の
極
は
尽
に
非
ず
 

、
 
ま
た
両
足
 に
 非
ず
 、
乃
ち
 
無
尽
と
い
う
。
如
来
の
無
尽
 

法
 門
に
入
る
な
り
。
か
の
 

た
ず
 

「
 陰
 界
を
分
別
し
て
導
く
に
 正
 観
を
以
て
し
、
縁
起
を
暢
 敵
 し
て
、
優
劣
お
の
ず
か
ら
弁
ぜ
し
め
、
然
る
後
に
始
 を
掠
 れ
て
終
に
 反
 

よ
う
な
 悟
徹
 が
先
決
問
題
で
あ
っ
て
、
非
有
罪
悪
の
ご
と
 き
 哲
学
的
論
議
は
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
  
 

か
く
し
て
認
識
主
観
は
、
認
識
対
象
の
事
態
に
即
応
し
 つ
つ
観
察
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 道
の
究
極
に
達
す
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
の
点
に
関
す
る
慧
遠
の
叙
述
は
 、
 二
つ
の
意
味
を
表
わ
 し
て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
 、
 同
じ
く
「
 大
 智
論
抄
序
 」
に
 

「
無
性
の
性
、
こ
れ
を
法
性
と
い
う
。
法
性
は
無
性
に
し
 
て
 、
因
縁
こ
れ
を
以
て
生
ず
。
縁
を
生
ず
る
も
宮
相
な
 け
れ
ば
、
有
な
り
 

と
い
え
ど
も
、
し
か
も
 常
無
 な
り
。
 常
無
は
絶
有
 に
は
 非
ず
。
な
お
人
伝
わ
り
て
息
ま
ざ
る
が
ご
と
し
。
そ
れ
 然
 れ
ば
 、
す
な
わ
ち
 法
 

に
異
趣
 な
く
、
始
末
、
 
倫
虚
 、
 畢
覚
 し
て
同
じ
く
、
 
争
 で
か
有
無
 交
ヒ
 帰
せ
ん
や
。
故
に
そ
の
奥
に
遊
ぶ
も
の
は
 、
心
、
慮
を
待
た
ず
、
 

智
 、
 縁
 ず
る
所
な
く
、
相
を
滅
せ
ず
し
て
 寂
 、
定
を
修
 せ
ず
し
て
 閉
 、
 神
 、
遇
わ
ず
し
て
以
て
こ
こ
に
 通
ず
 。
 空
 空
の
 ・
 
玄
 
た
る
を
 識
 

（
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1
 ）
 

る
 。
こ
れ
そ
の
至
れ
る
な
り
。
こ
れ
そ
の
極
ま
れ
る
な
 り
 O
 」
 

と
い
，
 
フ
 0
 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
万
法
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
が
 、
法
性
は
無
性
で
あ
る
か
ら
、
万
法
は
異
 趣
 な
し
、
 と
 い
う
こ
と
が
で
き
 

る
 。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
万
法
の
奥
に
遊
び
得
る
も
の
は
 、
 心
も
智
も
働
ら
か
ず
、
ま
た
禅
定
も
修
す
る
こ
と
な
 く
し
て
、
お
の
ず
か
ら
 

寂
 で
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
閑
で
あ
る
。
こ
れ
が
空
空
の
 玄
 た
る
と
こ
ろ
で
、
道
の
究
極
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
 る
 。
こ
こ
で
道
の
究
極
 

と
い
う
の
ほ
、
万
法
の
法
性
無
性
に
達
し
て
、
認
識
 主
 観
の
働
き
が
全
く
消
滅
し
た
空
空
閑
寂
を
指
し
て
い
る
と
 い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

認
識
主
観
は
、
認
識
世
界
の
事
態
の
な
か
へ
 融
 没
し
て
 そ
の
形
跡
を
絶
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
第
二
は
、
「
修
行
方
便
 禅
経
統
序
 」
の
な
か
で
、
 

(98)  98 
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ま
ず
、
主
体
の
根
源
に
関
す
る
慧
遠
の
見
解
を
尋
ね
て
 み
よ
う
。
「
修
行
方
便
 禅
経
統
序
 」
の
な
か
で
、
 

山 慧遠に 

3 

王 

体 

の 

根 

源 

て鍍 ) 

と
 云
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
五
陰
や
十
八
界
を
分
別
し
 、
 
或
は
縁
起
を
明
 ら
か
に
し
て
、
さ
ら
に
道
の
究
極
に
分
け
入
っ
て
い
く
。
 そ
の
究
極
 は
 、
 能
尽
 

に
も
非
ず
、
 所
尽
 に
も
非
ず
、
す
な
む
ち
無
尽
と
云
わ
 れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
道
の
究
極
と
は
、
 如
来
の
無
尽
法
門
に
入
 

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
道
は
三
乗
に
超
え
、
そ
の
智
は
十
 地
 に
通
じ
、
そ
の
根
源
は
法
身
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
 、
と
云
わ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
た
め
に
反
っ
て
 、
 
道
の
究
極
と
は
、
 啓
 か
れ
た
自
覚
 の
 或
る
状
態
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
無
限
の
活
動
 の
 世
界
に
進
み
入
る
こ
 

と
に
体
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
自
己
の
根
源
は
法
 身
に
通
じ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
無
限
の
活
 動
が
 、
如
来
の
無
尽
 法
 

門
に
入
る
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
 @
 
」
こ
で
は
、
道
の
究
極
は
、
法
身
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
 無
限
の
活
動
で
あ
り
、
 

如
来
の
無
尽
の
世
界
へ
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
 指
し
て
い
る
。
 

右
に
論
じ
た
第
一
と
第
二
と
は
、
 畢
寛
 、
同
一
の
世
界
 を
 表
わ
し
て
い
る
こ
之
は
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
 第
一
は
、
主
観
が
埋
 

没
し
て
事
態
の
法
性
無
性
に
達
し
て
い
る
が
、
反
っ
て
 空
空
閑
寂
と
い
う
主
観
的
な
状
態
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
 で
あ
り
、
第
二
は
Ⅰ
 

む
し
ろ
無
限
の
活
動
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
 ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
と
第
二
と
は
、
道
の
究
極
の
 、
 云
わ
ば
 表
 と
裏
と
で
あ
 

り
 、
第
二
の
無
限
の
活
動
に
お
い
て
、
そ
の
主
観
的
状
 態
は
 、
む
し
ろ
空
空
閑
寂
で
あ
ろ
う
し
、
第
一
の
空
空
閑
 寂
は
 、
お
そ
ら
く
第
二
 

極
の
無
限
活
動
を
拒
否
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
 
う
 。
し
か
し
慧
遠
に
お
お
け
る
道
の
究
極
の
問
題
 は
、
単
 に
 第
一
の
空
空
閑
寂
と
い
う
 

甥
 
主
観
的
な
状
態
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
 そ
の
状
態
を
内
に
つ
つ
む
と
こ
ろ
の
、
第
二
の
無
限
の
活
 動
 の
な
か
へ
追
求
さ
れ
ね
ば
 

鑓
 
な
ら
な
で
 か
 あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
法
身
に
 つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
主
体
の
根
源
が
、
そ
し
て
 つ
ぎ
に
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
 

駝
 
に
そ
の
 血
 寒
の
法
門
に
進
み
入
る
と
こ
ろ
の
、
 如
 来
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 



  
  

  

  

    

  
  

き
わ
 

  

  

  

  

  

（
 
田
 ）
 

「
心
を
洗
 い
 乱
を
静
め
る
も
の
は
、
こ
れ
を
以
て
慮
を
研
 め
 、
 悟
徹
 、
微
に
 入
 る
も
の
は
、
こ
れ
を
以
て
神
を
窮
 な
 る
な
り
。
 し
 

と
 云
わ
れ
て
い
る
。
す
な
 む
 ち
、
 

悟
徹
 、
微
に
入
る
も
 の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
体
（
 神
 ）
を
究
明
す
る
こ
と
が
 で
き
る
、
と
い
う
の
で
 

あ
る
。
こ
の
な
か
の
「
 悟
徹
 、
微
に
 入
 る
」
と
い
う
こ
 
と
は
、
前
に
引
用
し
た
「
大
智
論
 抄
序
 」
の
な
か
に
も
、
 

「
 観
 深
け
れ
ば
、
す
な
 

（
 
0
7
 

l
 ）
 

わ
ち
 悟
徹
 、
微
に
入
り
、
名
実
と
も
に
立
た
り
」
と
 云
 わ
れ
て
い
る
。
 
微
 と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
「
 老
 子
 」
の
な
か
で
、
「
 こ 

れ
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
名
づ
け
て
 夷
 と
い
う
。
こ
れ
 

（
 
釦
 ）
 

を
 聴
け
で
も
聞
え
ず
、
名
づ
け
て
 希
 と
い
う
。
こ
れ
を
 博
 

へ
口
）
 

う
 れ
ど
も
得
ず
 、
 名
づ
 

け
て
 微
 と
い
う
し
と
あ
り
、
ま
た
、
「
古
の
善
く
モ
た
 
る
も
の
は
、
微
妙
文
通
、
深
く
 識
 る
べ
か
ら
ず
」
と
 云
 わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
 

も
微
 と
い
う
の
ほ
、
日
常
の
感
覚
的
意
識
的
な
も
の
で
 ほ
 な
く
、
自
己
を
体
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
す
る
と
 こ
ろ
の
、
無
限
に
微
妙
 

な
 世
界
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
慧
遠
に
お
い
て
も
 

こ
の
よ
う
な
「
老
子
」
と
気
脈
を
通
ず
る
も
の
で
あ
 
っ
て
、
 

悟
徹
 に
よ
っ
て
 

微
の
境
地
に
進
み
入
る
も
の
は
、
 

神
 
（
主
体
）
を
窮
め
 る
 、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
、
慧
遠
の
神
ハ
主
体
）
と
は
ど
う
い
う
意
味
 で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
 ば
 、
こ
の
神
と
い
う
観
念
を
し
き
り
 に
用
い
て
い
る
。
 
い
 

く
っ
 か
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
 

 
 

Ⅲ
「
 悟
徹
 、
微
に
 入
 る
も
の
は
、
こ
れ
を
以
て
神
を
窮
 む
 。
」
 

（
「
 

@
z
 

3
 ）
 

㈲
「
神
を
練
り
思
を
達
し
て
、
水
は
六
府
を
鏡
ら
し
、
 心
を
浄
慧
に
洗
 う
 。
」
 

 
 

㈲
「
 無
当
 な
れ
ば
、
す
な
む
ち
 神
 、
 所
趣
に
 凝
り
、
 
無
 照
 な
れ
ば
、
す
な
わ
ち
 智
 、
所
行
に
 寂
す
 。
」
 

 
 

㈲
「
珍
を
帰
 塗
に
 発
す
る
を
知
る
も
の
は
、
生
を
以
て
 そ
の
神
を
累
わ
さ
ず
。
…
・
・
・
生
を
以
て
そ
の
神
を
累
わ
さ
 
ざ
れ
ば
、
す
な
 む
 ち
 

  

（
 
お
 ）
 

㈲
「
四
大
の
体
は
、
す
な
む
ち
地
水
火
風
の
み
。
結
ん
 

 
 

で
 身
を
成
ず
る
 、
 以
て
神
字
と
な
る
。
」
 

（
 
オ
 ）
 

㈹
「
神
道
、
方
な
く
、
像
に
触
れ
て
寄
す
。
 百
 慮
の
会
 す
る
所
、
一
時
の
感
に
非
ず
。
」
 

ひ
ろ
 

（
。
 

2
 
り
 
）
 

㈹
「
 廓
 き
か
な
、
大
家
運
 玄
 、
名
な
し
。
神
を
体
し
て
 化
に
入
り
、
影
を
落
し
形
を
離
る
。
」
 

Cl ㏄ )  Ⅰ㏄ 



 
 

  

  

  

  

  

「
そ
の
神
凝
っ
て
物
を
し
て
 
疵
痛
 せ
ず
、
 

年
穀
 を
し
て
 熟
 
 
 

道
 

 
 

（
 二
 
Ⅰ
 
し
 
U
 
）
 

キ
ノ
 

 
 

「
至
人
は
神
な
り
。
大
沢
焚
く
れ
ど
も
熱
す
る
能
わ
ず
。
」
 

 
 

（
 
7
 
3
 ）
 

 
 

 
 

 
 

「
 巨
 、
神
を
以
て
遇
し
て
、
目
を
以
て
視
 ず
 。
 
官
 如
上
 っ
 て
神
 敏
行
わ
る
。
」
 

 
 

五
 
"
'
 

ス
五
玉
 

 
 

 
 

哺
な
ど
と
云
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

盧
 

こ
れ
ら
の
例
文
に
現
わ
れ
て
い
る
神
は
、
大
体
に
お
い
て
 精
神
、
あ
る
い
は
霊
妙
不
可
思
議
な
本
性
を
指
し
て
い
 る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

コ 究極 

と
あ
り
、
ま
た
「
荘
子
」
で
ほ
、
 

「
至
人
は
己
な
く
、
神
人
は
功
な
く
、
聖
人
は
名
な
し
。
」
（
㎝
）
 

（
 
%
 ）
 

「
天
下
は
神
器
な
り
。
な
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
 

（
㏄
）
 

「
神
は
一
を
得
て
以
て
 

霊
 な
り
。
」
 

  

  

  

（
㏄
 
り
 

㈲
「
そ
れ
 幽
宗
臓
逸
 に
し
て
神
道
精
微
な
り
。
理
を
以
 て
 尋
ぬ
べ
し
。
事
を
以
て
詰
め
が
た
し
。
」
 

右
の
九
つ
の
例
文
の
う
ち
、
㈲
㈲
㈲
㈲
㈲
に
お
け
る
 神
 は
 、
大
体
に
お
い
て
内
面
的
な
心
、
精
神
を
指
し
て
い
る
 、
と
考
え
ら
れ
 

し
か
し
、
㈹
㈹
㈲
㈲
は
 、
 心
や
精
神
と
解
し
て
も
あ
な
が
 ち
 不
都
合
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
、
そ
れ
よ
り
は
 一
そ
 ぅ
根
抵
 的
な
主
体
 

源
 、
不
変
不
動
の
自
己
の
主
体
そ
の
も
の
、
云
わ
ば
 如
 来
 蔵
や
仏
性
に
相
当
す
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
 て
 ㈹
や
㈲
に
お
け
 

遭
 は
、
そ
の
ま
ま
仏
道
に
置
き
か
え
て
も
差
支
え
は
な
 い
が
、
そ
の
趣
旨
 は
 、
主
体
の
根
源
を
中
心
と
す
る
道
を
 表
 わ
そ
う
と
し
て
 

の
で
あ
ろ
う
。
 

も
と
も
と
神
と
い
う
の
ほ
、
仏
教
の
も
の
で
は
な
く
、
 シ
 ナ
 固
有
の
言
葉
で
あ
る
。
た
と
え
 ぼ
 
「
老
子
」
で
は
、
 

 
 

「
 谷
神
 、
死
せ
ず
、
こ
れ
を
文
化
と
い
う
。
」
（
 

3
 
，
 ）
 

る
 。
 

の
根
 

る
神
 

い
る
 

っ
 つ
ろ
 

し
ザ
ぬ
 

0
 あ
き
ら
か
 

や
す
 

㈲
「
想
い
 寂
 な
れ
ば
、
す
な
む
ち
 気
虚
 に
し
て
神
助
な
 り
 。
 
気
虚
 な
れ
ば
、
す
な
む
ち
 智
 、
そ
の
照
ら
す
こ
と
を
 括
 ん
じ
、
神
助
な
れ
 

 
 

（
 弟
 ）
 

ぼ
 、
す
な
わ
ち
 幽
 と
し
て
徹
ら
ざ
る
こ
と
な
し
 ピ
 

  



と
 述
べ
て
い
る
。
 

情
 ほ
化
の
母
た
り
、
 
神
は
 情
の
根
た
り
、
情
に
会
 物
の
 道
 あ
り
、
神
に
 冥
移
 の
 功
 あ
る
こ
と
を
。
た
だ
 悟
 徹
す
る
 も
の
ほ
 、
 本
に
反
り
、
 

（
 
穏
 ）
 

理
 に
慈
 ぅ
 も
の
は
、
物
を
逐
 う
 の
み
。
」
 

所
を
超
え
て
お
り
、
上
智
で
さ
え
そ
の
状
態
を
窮
め
る
 

ナ
 
」
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
る
に
反
対
論
者
 

は
 、
常
識
に
 

よ
っ
て
疑
い
、
自
ら
 

混
 

乱
し
て
い
る
、
と
い
う
。
慧
遠
に
 
ょ
 れ
ば
、
 

「
 
神
 た
る
や
、
 円
応
撫
 生
、
 妙
尽
 無
名
、
物
に
感
じ
て
 
動
 き
、
数
に
仮
り
て
行
な
わ
る
。
物
に
感
ず
る
も
 

、
 而
も
 物
 に
非
ざ
る
が
 
故
 

に
 、
物
化
す
る
も
 
、
 而
も
滅
せ
ず
。
数
に
仮
る
も
 
、
而
 も
 数
に
非
ざ
る
が
故
に
、
 
数
 尽
く
る
も
 、
 而
も
窮
ま
ら
ず
 
。
 情
 あ
れ
 ば
 、
す
な
 

わ
ち
物
を
以
て
感
ず
べ
く
、
 
識
 あ
れ
ば
、
す
な
む
ち
数
 
を
 以
て
求
む
べ
し
。
数
に
精
 
免
 あ
る
が
故
に
、
そ
の
性
 
各
 異
な
り
、
智
に
明
暗
 

あ
る
が
故
に
、
そ
の
 
照
 同
じ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
推
し
て
 
論
ず
れ
 ば
 、
す
な
む
ち
知
る
 
、
化
は
 情
を
以
て
感
じ
、
 
神
 は
 化
を
以
て
伝
 う
、
 

き い 
こ る る 

れ と の 
に 火 が ま 

射 は 自 

し 消 熱 
て 滅 の 
憲 す 運 
還 る 命 
は と で 

、 同 あ 
神 じ る 

釜、 @  従 、 
体 内 つ 

） のが、 体 て 
不 滅 精 
減 す 神 
を れ が 
主 は 肉 
強精 体 
す 神 に 
る も 宿 

。 消 る 
神 え の 
と る は 
は "   
" こ 火 

「 れ が 

精 が 木 
極 事 に 
ま 物 撚 
つ め え 

て 遭 う 

霊 理 つ 
と で っ 

な あ ③ て 
る る） い 

も " る の 」） ㊨ と よ， 
Ⅴ " ワ 

で う な 
あ の も 

っ で の 
て あ で る 
卦 。 木 
象 が 

の 燃 
図 え 
る 尽 

  

（
㏄
 
し
 

全
 で
あ
れ
ば
、
 

臆
 集
ま
っ
て
霊
が
存
在
し
、
肉
体
が
こ
 わ
れ
る
と
、
 

気
は
 散
じ
て
す
べ
て
が
撫
物
に
復
帰
す
る
、
 

こ
れ
を
繰
り
か
え
し
て
 

か
ら
考
え
る
と
、
精
神
（
 神
 ）
も
肉
体
（
 形
 ）
も
と
も
 に
 変
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
源
泉
を
異
に
し
て
い
る
わ
け
 で
は
な
い
、
肉
体
が
健
 

あ
っ
て
、
生
存
が
尽
き
れ
ば
主
体
（
 

神
 ）
も
な
く
な
る
、
 
た
だ
変
化
に
よ
っ
て
 
、
集
 ム
ロ
離
散
し
 

、
 生
と
も
な
り
、
 
死
 と
も
な
る
、
こ
の
点
 

い
 う
 趣
旨
の
も
の
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
て
い
 る
も
の
で
あ
る
。
す
な
 む
 ち
 、
 気
を
づ
け
る
と
い
う
の
 は
 一
生
だ
け
の
こ
と
で
 

の 従 
「 観 つ 
沙金 て 
門 に そ 
フ 可く も せ T   
聾ご 迩の 七仏師」 宰 レ 、て、 
の 体 用 
な 遭 い 
か に て 

に お い 

、 け る 

「 る 神 。 

彫 目 の 
尽 己 意 
神 の 味 
本 主 と 

減俸   
」 を ほ 

と 追 は 
い 来 同 
ぅ し じ 

一 て で 
論 い あ 

文 る る 

が め と 

あ で 云 
る あ え 

。 る る 

こ 。 で 
れ あ 
@ ま ろ 

形 
ワ > 。 

は 
つ 

慧 
" 虫 T 玉 

き サま 

て 

も     
主 の 

体 よ 

クま ワ @ 
不 な 
滅 シ 
で 

あ 
る 

ナ固 

有 
の 

と 神 
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盧山慧遠に 

を
 主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
点
に
 、
 
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
の
根
拠
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
 

  

 
 

こ
の
よ
う
に
根
本
に
立
ち
席
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
 ナ
 
」
と
を
、
「
荘
子
」
や
「
文
子
」
を
批
判
し
な
が
ら
論
じ
 

  

子
 」
の
内
篇
「
大
宗
師
」
第
六
の
な
か
か
ら
引
用
し
て
、
 

慧
遠
の
「
 形
尽
神
 不
滅
」
は
、
一
種
の
霊
魂
不
滅
の
よ
，
 

ヮ
 に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
多
く
の
霊
魂
不
滅
論
が
 

、
霊
 魂
を
客
観
化
し
て
そ
 

の
 不
滅
を
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
、
慧
遠
の
神
は
そ
 

，
 
ヮ
 で
は
な
く
、
自
己
の
根
本
に
立
ち
帰
え
り
、
そ
こ
に
 

悟
 徹
さ
れ
て
い
る
世
界
の
 

主
体
を
、
か
り
に
神
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
の
よ
 

う
 で
 あ
る
。
 悟
 徹
の
主
体
と
い
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
 

客
観
化
さ
れ
て
説
か
れ
 

て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
体
を
自
ら
自
覚
し
 

、
 内
か
ら
 開
 い
て
そ
の
状
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

で
は
ど
う
い
う
こ
と
が
 

神
の
状
態
で
あ
る
か
。
物
に
感
じ
て
動
き
、
 
宿
 業
 （
 
数
 ）
に
よ
っ
て
活
動
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
物
そ
 

の
も
の
で
は
な
く
、
 
ま
 

た
宿
業
そ
の
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
た
と
い
物
が
滅
し
 

宿
 業
 が
消
え
て
も
、
神
が
窮
ま
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
 

し
か
し
慧
遠
は
 
、
 物
が
 

滅
し
宿
業
が
消
え
た
後
の
神
を
論
述
し
ょ
う
と
す
る
の
 

で
は
な
い
。
 
神
は
 、
た
だ
心
情
に
よ
っ
て
物
を
通
じ
て
感
 

ぜ
 ら
る
べ
き
で
あ
り
、
 

ま
た
、
判
断
の
意
識
に
よ
っ
て
宿
業
を
通
じ
て
求
め
ら
 

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
物
や
宿
業
を
通
じ
て
 

の
み
触
れ
ら
れ
な
が
 

ら
 、
な
お
物
や
宿
業
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
 

不
 滅
 で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
万
象
の
変
化
 

ほ
 心
情
に
よ
っ
て
感
ぜ
 

ら
れ
る
が
、
そ
の
心
情
の
根
 
低
に
 不
滅
の
神
が
存
在
す
 
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
 

は
 神
が
、
 円
応
 撫
生
、
 

妙
尽
 無
名
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
万
象
 

に
 円
か
に
適
応
し
つ
つ
、
そ
れ
自
体
 

撫
 生
で
あ
り
、
ま
た
 
精
妙
を
極
め
、
名
目
を
 

超
え
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
慧
遠
の
論
述
の
 

な
か
で
は
、
心
情
の
根
 
低
に
 不
滅
の
神
を
置
く
あ
た
り
は
 
、
い
か
に
も
神
を
客
観
 

 
 

 
 

  

稲
妙
尽
 無
名
と
い
う
こ
と
は
、
神
に
関
す
る
か
れ
の
 

適
切
な
表
現
で
あ
る
と
云
え
よ
 
う
 。
 

慧
遠
は
、
か
く
し
て
五
口
々
の
立
ち
帰
る
べ
き
 

根
 本
 で
あ
る
所
の
神
不
滅
を
体
得
す
る
こ
と
が
、
沙
門
の
代
 

え
が
た
い
権
威
で
あ
る
こ
と
 



と
 文
子
）
の
論
は
必
ず
し
も
 拾
 っ
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
 
か
れ
は
右
の
批
評
の
な
か
で
、
 

「
 方
 生
方
死
の
説
」
を
尋
ぬ
べ
き
で
あ
る
と
い
 

慧
遠
か
ら
見
れ
ば
、
 神
 不
滅
を
述
べ
る
だ
け
で
は
、
 な
 お
不
徹
底
で
あ
る
と
云
わ
ぬ
 ぼ
 な
ら
な
い
。
し
か
し
 慧
せ
 
逐
 に
と
っ
て
二
子
（
荘
子
 

だ し が に と と と 

け も 、 尽 君 許 す 実 述 
  
下 
い
 、
ま
た
「
荘
子
」
に
 、
 

「
こ
と
に
人
の
形
を
犯
し
て
、
な
お
こ
れ
を
喜
ぶ
。
人
の
 
形
 の
ご
と
き
は
、
万
化
し
て
い
ま
だ
始
め
よ
り
極
ま
り
 

 
 

へ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
慧
遠
は
 、
 

「
こ
れ
い
わ
ゆ
る
 、
 生
の
 
一
 化
に
尽
き
ざ
る
こ
と
を
知
る
 

 
 

も
、
 
方
に
物
を
逐
う
て
反
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
二
子
の
 論
 、
い
ま
だ
そ
の
 

 
 

を
 究
め
ず
と
い
え
ど
も
、
ま
た
 嘗
 み
に
宗
に
 侍
 り
て
 聞
 く
こ
と
あ
ら
ん
。
論
者
は
、
 

方
 生
方
死
の
説
を
尋
ね
ず
 し
 て
 、
一
化
に
聚
散
 

（
も
）
 

る
に
惑
 い
 、
神
道
に
抄
物
の
 霊
 あ
る
を
思
わ
ず
し
て
、
 
精
 麓
 同
じ
く
尽
く
と
い
う
。
ま
た
 悉
 し
か
ら
ず
や
。
」
 

し
て
い
る
。
 

の
 
「
荘
子
」
の
文
は
、
人
間
の
形
態
は
千
変
万
化
し
て
 
果
 て
し
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
慧
遠
の
批
評
の
よ
，
 
フ
 に
 、
「
生
の
 
一
化
 

き
ず
」
あ
る
 ぃ
は
 
「
 一
 化
に
聚
散
す
る
」
こ
と
の
み
を
 知
っ
て
 、
 物
を
逐
う
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
 に
な
る
で
あ
ろ
 
，
フ
 

 
 

そ
の
前
の
「
文
子
」
の
文
は
 、
 形
は
ほ
ろ
び
て
も
神
は
 化
 ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
で
、
慧
遠
 の
 批
評
は
 、
 必
ず
 

そ
 ん
た
く
 

 
 

こ
れ
に
 肖
 ら
な
い
と
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 慧
セ
 遂
の
意
趣
を
吋
度
し
て
み
る
と
、
た
ん
に
神
の
化
ら
な
い
 こ
と
を
主
張
す
る
 

で
は
な
く
、
自
ら
進
ん
で
「
神
道
に
炒
物
の
 霊
 あ
る
」
を
 体
得
す
る
こ
と
が
、
か
れ
の
根
本
主
題
で
あ
る
と
考
え
 ら
れ
る
。
従
っ
て
 

窮 

  
な 子 

称す、 ：」 し 4 （：） 

黄 
帝 
      
  
l 
日 
わ 
  

形 
tt 
摩 : 

  
る 
    
と 

あ 
る 

  

神 
は 
イヒ免 

ら 

ず 

イヒ 

ら 

ざ 
  
  
  
て 

イヒ 

@ 
乗 
ず 
  
ば 

そ 
の 
変、 

  

「
大
塊
、
我
を
労
す
る
に
生
を
以
て
し
、
我
を
息
す
る
に
 死を
以
て
す
。
」
（
 

2
 
4
 ）
 

   
 

と
 述
べ
、
右
の
見
解
は
 、
 生
を
以
て
大
患
と
な
し
、
 

ハ
 
3
 
4
 
 

）
 

無
 @
 生

を
以
て
根
本
に
か
え
る
こ
と
を
知
れ
る
も
の
で
あ
る
、
 と
な
し
て
い
る
が
、
 
し
 

1
0
 

 
  

 

か
し
「
文
子
」
 
や
、
 同
じ
「
荘
子
」
の
他
の
文
を
引
い
て
 、
こ
れ
ら
に
対
し
て
批
判
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 
「
文
子
」
に
 、
 



と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

つ
ま
り
 方
 生
方
死
の
説
と
は
、
生
が
あ
る
か
ら
死
が
あ
り
 

、
 死
が
あ
る
か
ら
生
が
あ
る
、
ま
た
、
 

可
 、
不
可
、
 是
 、
 非
に
つ
い
て
も
 
同
 

様
で
、
是
が
あ
る
か
ら
非
が
あ
り
、
非
が
あ
る
か
ら
 

是
 が
あ
る
、
と
い
う
相
対
観
に
体
な
ら
ね
い
。
し
か
る
に
 

聖
 人
は
、
こ
の
よ
う
な
 
相
 

極
 

哺
対
 観
を
超
え
て
、
反
っ
て
そ
の
相
対
観
を
照
ら
し
 

て
み
る
と
、
彼
に
も
 一
 是
非
が
あ
り
、
此
に
も
 
一
 是
非
が
 あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 
し
 

額
 
か
も
、
扉
の
心
棒
が
環
の
な
か
に
は
め
こ
ま
れ
て
 

虹
 
か
 
限
の
開
閉
に
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
是
の
な
 

か
に
も
窮
ま
り
な
い
も
の
が
 

甜
 
あ
り
、
矩
の
な
か
に
も
窮
ま
り
な
い
も
の
が
含
ま
 

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
な
し
得
る
も
の
は
、
 

明
 知
 に
よ
る
か
ら
で
あ
る
、
 
と
 

和
い
 う
 の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
 

老
 荘
の
説
は
、
一
応
は
慧
遠
に
よ
っ
て
仏
教
よ
り
不
徹
底
で
 

あ
る
と
批
判
さ
れ
つ
つ
、
 
結
 

 
 

で
 達
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
り
、
慧
遠
も
ま
た
、
他
方
で
 

は
す
で
に
論
じ
た
と
お
り
、
 

儒
 ・
 仏
 ・
老
に
お
け
る
道
の
普
遍
性
を
主
張
し
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
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 方

 に
生
ず
れ
ば
方
に
死
し
 

、
 方
に
死
す
れ
ば
方
に
生
ず
。
 

方
 に
可
な
れ
ば
方
に
不
可
、
方
に
不
可
な
れ
ば
方
に
可
 

な
 

非
に
 
因
り
、
非
に
因
れ
ば
是
に
因
る
。
 

こ
こ
を
以
て
、
聖
人
は
由
ら
ず
し
て
、
之
を
天
に
照
ら
す
 

。
ま
た
是
に
因
る
な
り
。
是
も
ま
た
彼
な
り
。
彼
も
 

ま
 

を
得
る
な
し
。
之
を
道
 
ま
た
 

一
 
是
非
な
り
。
此
も
ま
た
 

枢
 と
い
う
。
 

一
 
是
非
な
り
。
 

枢
 始
め
て
そ
の
 

果
 た
し
 

環
 

 
 

や
 
 
 

な
り
。
故
に
明
を
以
て
す
る
に
若
く
は
な
し
。
」
 

  
り
 。
是
に
因
れ
ば
 

た
是
 な
り
。
彼
も
 

彼
是
、
そ
の
 偶
 

非
 も
ま
た
 
一
 無
窮
 

う
 暗
示
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
 

「
 方
 生
方
死
の
説
」
に
つ
い
て
、
「
荘
子
」
斎
物
論
に
 、
 

「
 物
 、
彼
に
非
ざ
る
は
な
く
、
物
、
是
に
非
ざ
る
は
な
し
 。
 彼
よ
 り
す
れ
ば
、
す
な
む
ち
見
え
ず
。
 

知
 よ
り
す
れ
 
ば
 、
す
な
 む
 ち
 こ
 

 
 

れ
を
知
る
。
故
に
日
わ
く
 、
 彼
は
是
よ
り
出
で
、
是
も
 ま
た
彼
に
因
る
、
と
。
彼
是
は
方
に
生
ず
る
の
 説
 な
り
。
 然
り
と
い
え
ど
も
、
 



4
 

主
体
と
仏
体
 

慧
遠
に
お
い
て
は
、
主
体
の
根
源
で
あ
る
 神
 不
滅
を
体
 得
す
る
こ
と
が
、
根
本
主
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
 う
 な
体
得
は
、
た
だ
 

そ
れ
だ
け
に
止
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
 そ
れ
を
契
機
と
し
て
無
限
の
活
動
へ
進
み
入
る
の
で
あ
 ろ
 う
か
 。
前
に
触
れ
た
 

 
 

に
 二
つ
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
万
法
の
 法
性
無
性
を
認
得
し
、
 

主
観
的
意
識
的
な
一
切
の
分
別
が
解
消
し
て
、
空
空
閑
 寂
 に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
自
己
の
根
源
 が
 法
身
に
つ
ら
ぬ
か
れ
 

て
 、
如
来
の
無
尽
法
門
に
進
み
入
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
 も
こ
の
二
 つ
は
、
 互
い
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
 第
 二
は
 、
お
の
ず
か
ら
 第
 

一
の
主
観
的
意
識
の
根
源
的
解
消
を
内
に
つ
つ
ん
で
い
る
 と
 考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
 神
 不
滅
の
自
己
 の
 根
源
に
達
す
る
こ
と
 

は
、
 決
し
て
自
己
に
止
ま
る
の
で
ほ
な
く
、
必
然
的
に
 如
 来
の
無
尽
法
門
へ
と
進
み
入
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
  
 

と
こ
ろ
で
、
慧
遠
の
云
う
 仏
 と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
 ろ
 う
か
 。
伝
記
に
よ
れ
ば
、
か
れ
 ば
 同
志
百
二
十
三
人
と
 共
に
、
盧
山
の
阿
弥
 

ハ
つ
 

4
 
・
）
 

陀
仏
像
の
前
に
お
い
て
念
仏
の
結
社
を
営
み
、
西
方
柱
 生
を
期
し
た
と
云
わ
れ
る
。
そ
こ
に
 は
 、
慧
遠
の
深
い
 宗
 教
 的
態
度
が
推
測
さ
 

ね
 、
仏
の
世
界
は
、
慧
遠
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
広
大
熊
 辺
 な
無
限
の
神
韻
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 そ
し
て
こ
の
よ
，
 
フ
な
仏
 

が
 、
慧
遠
の
確
信
に
お
い
て
は
、
 

「
仏
は
是
 れ
 至
極
な
り
。
至
極
な
れ
ば
す
な
む
ち
 無
 変
な
 り
 。
無
愛
の
 理
 、
豊
に
窮
ま
り
あ
ら
ん
や
。
」
 

（
㏄
）
 

と
 歎
じ
、
遂
に
「
法
性
論
」
を
 著
 わ
し
て
、
 

「
至
極
は
不
変
を
以
て
性
と
な
す
。
性
を
得
る
に
 体
極
を
 以
て
す
る
を
宗
と
な
す
。
」
 

と
 云
っ
た
。
羅
什
は
、
こ
の
論
を
見
て
 、
 

「
辺
国
人
に
い
ま
だ
 経
 あ
ら
ず
。
す
な
 む
 ち
 、
闇
と
 理
と
 合
す
 。
寛
に
妙
な
ら
ず
や
。
」
 

と
驚
嘆
し
て
Ⅴ
な
 

、
 ③
）
 
O
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つ
ま
り
慧
遠
に
と
っ
て
 

、
 仏
と
ほ
、
広
大
無
辺
住
人
格
 

体
で
あ
り
、
従
っ
て
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
 

、
か
 
れ
の
内
な
る
確
信
に
 

お
い
て
は
、
ま
だ
か
れ
の
見
て
い
な
い
所
の
大
乗
 

浬
架
 
経
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
不
変
に
し
て
無
窮
な
究
極
 

の
 
法
体
、
す
な
 

ね
 ち
、
 

大
 股
浬
磐
 

、
あ
る
い
は
仏
性
と
し
て
肉
感
さ
れ
て
い
る
 

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
に
触
れ
た
よ
 

う
 に
 、
 神
は
 
、
仏
 
性
 あ
る
い
は
如
来
蔵
 

と
 

し
て
も
理
解
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
が
、
こ
と
に
、
 

 
 

 
 

ダ
 観
の
礎
石
に
な
っ
て
 

と
 云
わ
れ
て
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
仏
と
神
と
は
、
時
に
は
 

全
く
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
 

場
 ム
ロ
も
あ
っ
た
の
 

で
あ
ろ
う
。
慧
遠
に
お
 

い
て
は
、
仏
が
問
わ
れ
る
 

場
ム
ロ
、
 

右
に
述
べ
た
如
く
 

、
第
 
一
に
ほ
、
広
大
無
辺
の
人
格
 

体
 、
従
っ
て
自
己
に
対
す
 

る
 礼
拝
の
対
象
と
し
 

て
 、
第
二
に
は
、
慧
遠
の
確
信
に
お
い
て
肉
感
さ
れ
る
 

と
こ
ろ
の
、
究
極
不
変
の
自
己
の
根
源
 

体
 と
し
て
、
そ
れ
 

ぞ
れ
現
わ
れ
て
く
る
の
 

で
あ
る
が
、
 

実
 ほ
こ
の
両
者
 

は
 互
い
に
通
じ
合
っ
て
い
る
 

と
 見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

少
く
と
も
慧
遠
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
の
二
様
 

態
 が
互
い
に
対
立
し
ム
ロ
っ
て
い
る
と
い
，
ユ
形
跡
は
な
い
。
 

 
 

い
る
点
で
、
仏
教
学
上
の
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
 

根
 本
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
 

し
 
慧
遠
の
場
合
に
ほ
 

、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
し
て
神
助
に
な
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
 

ろ
あ
 

ろ
ら
に
す
る
こ
と
と
、
想
い
を
 

き
ら
か
 

に
な
れ
」
ず
 

寂
 め
る
こ
と
と
で
あ
っ
て
 

気
虚
 

ユ
 
、
 
 
 

遺
児
、
 

キ
ソ
 

郎
 と
が
で
き
、
神
明
に
な
れ
ば
、
そ
の
光
は
す
べ
て
 

を
 貫
き
と
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
 

気
虚
 
な
る
こ
と
と
 

、
伸
朗
な
る
こ
と
と
が
、
 

自
 

峨
然
 の
立
待
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

盧
 

こ
の
よ
う
な
自
然
は
、
慧
遠
の
自
然
観
念
の
な
か
で
も
 

つ
 
と
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
 

論
述
は
、
慧
遠
に
と
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っ
て
念
仏
三
昧
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
如
く
で
も
あ
り
、
 

あ
る
い
は
三
昧
一
般
 は
 つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
 う
 に
も
 受
 げ
と
れ
る
。
し
か
し
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
の
心
的
状
態
を
調
整
し
、
自
己
 そ
の
も
の
を
深
め
、
そ
の
本
性
に
踏
み
入
る
こ
と
に
よ
 っ
て
、
自
然
の
玄
 
待
と
 

究
め
、
し
た
が
っ
て
三
昧
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
 で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
か
れ
は
、
念
仏
三
昧
に
っ
 い
 て
、
 

「
 玄
 極
の
寂
を
窮
む
る
尊
号
如
来
の
神
体
 は
、
 変
に
合
し
 、
 応
ず
る
に
方
を
以
て
せ
ず
。
故
に
 い
 ま
こ
の
定
に
入
 る
も
の
は
、
 
昧
然
 

と
し
て
知
を
忘
る
。
す
な
わ
ち
所
縁
も
っ
 て
 雙
を
成
ず
。
か
 

ト
ヰ
 

豊
明
か
な
れ
ば
、
す
な
わ
ち
内
に
照
ら
し
、
交
わ
り
 映
 え
て
 万
像
 生
ず
。
 耳
 

お
よ
 

目
 の
 曹
 ぶ
と
こ
ろ
に
 
非
 ざ
る
も
 、
 而
も
聞
見
行
わ
る
。
 
，
 
」
こ
に
お
い
て
、
か
の
 
淵
凝
 な
る
 虚
 鏡
の
体
を
観
れ
ば
、
 
す
 な
む
ち
 霊
相
湛
一
 

 
 

に
し
て
清
明
自
然
な
る
を
悟
る
。
 

玄
 昔
の
心
聴
を
叩
く
 を
察
 み
れ
ば
、
す
な
む
ち
 塵
果
 つ
ね
に
消
え
、
 
滞
情
 融
け
 て
朗
 か
な
り
。
天
下
 

 
 

  

あ
け
 

の
 至
妙
に
非
ざ
れ
ば
、
 
敦
 れ
か
能
く
こ
れ
に
与
せ
ん
や
。
 

こ
こ
を
以
て
観
れ
ば
、
一
朝
の
 感
 、
す
な
わ
ち
 久
習
の
 
深
く
覆
え
る
を
 発
 

（
㏄
 
し
 

き
、
 昏
 俗
の
重
ね
て
迷
え
る
を
割
く
。
」
 

と
 述
べ
て
い
る
。
 

こ
こ
に
云
わ
れ
て
い
る
仏
と
は
、
「
 玄
 極
の
寂
を
窮
む
る
 如
来
の
神
体
」
で
、
そ
れ
は
、
万
法
に
対
し
て
限
り
な
 く
 応
答
す
る
も
の
で
 

あ
る
、
と
い
う
。
従
っ
て
念
仏
三
昧
に
入
る
も
の
ほ
 、
ナ
 」
の
神
体
と
 融
 ム
ロ
し
て
所
知
を
忘
却
し
、
神
体
ほ
か
が
み
 

と
な
っ
て
、
五
儀
を
う
 

つ
 し
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
世
界
は
、
わ
れ
わ
れ
 の
 感
官
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
感
覚
は
お
の
 ず
か
ら
そ
の
な
か
に
（
 行
 

な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
が
み
の
本
体
、
 

い
 い
か
え
れ
 ぼ
仏
 そ
の
も
の
は
、
ど
う
い
う
事
態
か
と
い
う
と
、
 

霊
相
 優
一
に
し
て
清
明
自
然
 

で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
慧
遠
の
特
徴
で
あ
 る
 自
然
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
 な
 清
明
自
然
の
仏
体
の
 

玄
 昔
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

塵
 累
は
消
え
、
 
滞
情
は
 融
け
、
ま
た
、
こ
の
仏
体
に
一
た
び
ま
み
え
る
だ
け
で
、
 宿
業
の
昏
迷
を
除
く
こ
 

と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
慧
遠
の
念
仏
は
、
三
十
二
相
八
十
 形
 好
 め
ゾ
 」
と
き
形
態
を
有
す
る
報
身
体
で
は
な
く
、
 

玄
 極
の
寂
を
 窮
め
た
る
法
身
と
、
 

応
変
 き
ね
 ま
り
な
い
応
身
と
の
融
合
し
た
ご
と
き
も
の
 と
 考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
仏
身
は
 、
 自
ら
思
い
 
を
 専
ら
に
し
想
い
を
 寂
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に
 、
有
待
と
せ
ん
や
、
 
無
 待
と
せ
ん
や
。
 
我
 よ
り
し
て
 観
 ず
れ
ば
、
す
な
む
ち
無
間
に
間
あ
り
。
こ
れ
を
法
身
に
 求
む
る
に
、
も
と
 二
 

 
 

統
 な
し
。
形
影
の
分
、
い
ず
れ
か
こ
れ
を
 際
 ら
ん
や
。
 
し
 か
も
今
の
道
を
聞
く
も
の
、
み
な
聖
体
を
唄
代
の
外
に
 募
り
、
霊
応
の
こ
こ
の
 

何
ゴ
 

 
 

（
 
8
 
く
 
5
 
）
 

に
 在
る
こ
と
を
悟
ら
ず
。
」
 

 
  

 

法
身
の
究
極
を
尋
ね
て
み
る
と
、
 

髪
髪
 と
し
て
存
在
は
 
す
る
が
、
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
道
理
そ
の
も
の
は
 、
万
象
を
超
え
、
 
無
 
1
 

る 道の究極 

 
 

と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
「
体
形
 銘
 」
に
云
わ
れ
て
い
る
仏
の
実
態
は
 ど
う
か
。
 

「
ま
さ
に
か
の
地
極
を
擬
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
 以
 
と
 も
 
う
に
、
 そ
の
道
男
寵
と
し
て
 在
 す
と
言
 う
 。
し
か
も
論
ず
べ
 か
 ら
ず
。
何
を
以
て
 

き
ヰ
 

之
を
 明
す
や
。
法
身
の
物
を
運
ぶ
 や
、
 物
を
物
と
せ
ず
 し
て
、
し
か
も
そ
の
端
を
兆
す
。
終
り
を
図
ら
ず
し
て
、
 し
か
も
そ
の
成
ず
る
 

こ
と
を
会
す
。
理
は
 、
 万
化
の
表
に
 玄
 
か
 
が
 
き
、
 

や
 
数
は
、
無
形
 無
名
に
絶
 す
 。
若
し
そ
の
 答
 寄
を
語
れ
ば
、
 道
 在
ら
ざ
 ろ
 は
な
し
。
こ
の
 故
 

に
 如
来
、
・
・
・
…
 

或
は
 真
尋
の
境
に
独
発
し
、
 或
は
 既
存
 の
 場
 に
相
待
 す
 。
 独
 発
は
形
は
類
し
、
相
待
は
影
に
類
 す
 
 
 

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
玉
体
に
つ
な
が
っ
て
く
 る
も
の
で
あ
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
 

う
 な
仏
身
 額
 は
、
か
れ
の
 
作
 「
 仏
影
銘
 」
の
な
か
に
、
 
一
 そ
 う
 明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
 む
 ち
 、
 

「
関
板
 に
 静
慮
 し
、
 

理
と
し
て
そ
の
心
に
契
 ぅ
 。
し
か
れ
 ば
す
 な
 む
 ち
、
大
沢
の
恵
を
思
 治
 し
、
 
三
 

 
 

（
 
6
 
5
 ）
 

法
身
の
応
を
尋
ぬ
る
に
、
 

咲
う
 に
神
不
言
の
化
あ
り
。
」
 

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
仏
身
の
は
た
ら
き
は
、
 

丑
 バ
 縁
の
慈
に
帰
す
る
こ
と
が
三
振
さ
れ
て
い
る
。
 

慈
 、
す
な
む
ち
法
身
の
応
は
 、
っ
づ
 ま
 ち
 と
こ
ろ
神
本
 言
の
化
で
あ
る
、
と
い
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
 

が
、
 
黙
し
た
ま
ま
で
法
身
の
ほ
た
ら
き
を
な
す
、
 

と
ぃ
，
 ヮ
 の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
 誓
 え
ば
、
日
月
、
天
に
震
り
、
光
 彩
 い
よ
い
よ
 暉
 き
、
 

群
品
 、
配
 
び
 栄
え
、
有
情
、
順
に
同
じ
て
 う

 。
そ
し
て
慧
遠
の
、
こ
の
よ
 

か
 ぇ
 

は
る
か
 

た
び
無
縁
の
慈
に
 復
る
 。
妙
に
 

し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
無
縁
の
 

根
源
の
主
体
（
 神
 ）
そ
の
も
の
 

 
 

あ
 ま
ね
 

、
威
く
欣
び
、
 
懸
か
に
こ
れ
を
 



 
 

明
 自
然
で
あ
る
、
と
い
う
。
自
然
 親
 は
 、
 
前
に
触
れ
た
 ゾ
 」
と
く
、
慧
遠
の
見
解
の
な
か
で
も
極
め
て
特
徴
的
な
も
 の
で
あ
る
が
、
主
体
や
 

  

 
 

あ
ぎ
ら
か
 

 
 

め
 、
 
気
虚
 に
し
て
伸
朗
な
る
こ
と
が
、
自
然
の
玄
 符
で
 あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
法
身
の
虚
鏡
の
体
に
つ
い
て
は
 、
幸
正
和
 
混
 一
に
し
て
 清
 

第
三
に
、
主
体
の
根
源
も
、
法
身
の
体
も
、
自
然
で
あ
 る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
主
体
に
つ
い
て
は
、
思
い
を
専
ら
 に
し
、
想
い
を
 寂
 

 
 

形
 無
名
に
絶
し
て
い
る
が
、
し
か
し
方
便
と
し
て
 現
わ
 れ
て
い
る
点
か
ら
見
れ
 ば
 、
「
 道
 在
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
 云
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

従
っ
て
低
ほ
 、
 時
に
は
真
尋
の
境
に
独
発
す
る
し
、
 時
 に
は
 既
 有
の
場
に
相
待
す
る
。
 独
発
は
 、
仏
身
の
形
の
が
 」
と
く
、
相
待
は
、
仏
身
 

の
影
の
ご
と
く
思
わ
れ
よ
 う
 が
、
実
際
は
、
仏
身
に
形
 影
の
二
系
統
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
仏
身
の
究
極
 の
よ
り
ど
こ
ろ
（
 
冥
寄
 ）
 

を
 推
察
し
て
み
る
と
、
「
無
間
に
間
あ
り
」
と
云
え
る
 の
で
は
な
い
か
、
と
な
す
の
で
あ
る
。
慧
遠
の
こ
の
「
 鉦
 バ
間
に
間
あ
り
」
と
い
う
 

こ
と
ほ
 、
 云
わ
ば
、
「
純
粋
連
続
の
な
か
の
不
連
続
」
と
 
で
も
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
法
身
を
純
粋
連
続
 で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 法
 

身
 の
な
か
の
 吾
 々
の
現
実
経
験
は
、
不
連
続
で
あ
る
と
 一
 
五
 え
る
で
あ
ろ
う
。
如
来
は
、
「
或
は
莫
尋
の
境
に
独
楽
 し
、
或
は
既
 有
の
場
に
 

相
待
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
慧
遠
は
、
仏
身
を
吐
 
遅
く
客
体
的
な
も
の
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
「
霊
応
 の
 こ
こ
に
在
る
こ
と
」
 

に
 求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
論
じ
た
よ
 う
 に
、
慧
遠
の
仏
身
 親
 は
、
そ
の
簡
素
 な
 叙
述
の
な
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
 こ
と
が
知
ら
れ
る
で
 

あ
ろ
う
。
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
っ
ぎ
の
如
く
に
 考
え
ら
れ
る
。
 

第
一
に
、
慧
遠
の
仏
身
は
、
自
己
の
主
体
を
通
じ
て
感
 知
 さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
主
体
を
離
れ
た
客
体
的
な
仏
身
 は
 、
慧
遠
に
と
っ
て
 

意
味
を
持
た
な
い
。
主
体
を
通
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
 自
 己
の
心
的
状
態
を
調
整
し
て
、
そ
の
本
性
に
踏
み
入
る
 こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
 

ち
 三
昧
で
あ
る
。
三
昧
を
通
じ
て
始
め
て
、
念
仏
三
昧
 の
 領
域
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
に
、
自
己
の
主
体
は
直
ち
に
仏
体
で
は
な
い
。
 念
 仏
 三
昧
に
入
れ
る
も
の
は
、
「
 昧
然
 と
し
て
知
を
忘
る
」
 る
よ
う
に
、
自
己
 自
 

身
を
亡
失
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
己
の
主
体
 に
お
い
て
、
自
己
性
の
亡
失
し
た
主
体
そ
の
も
の
が
仏
体
 で
あ
る
と
も
云
え
る
で
 

あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
法
身
で
あ
り
、
 虚
 鏡
の
体
で
あ
る
 と
 云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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コ 究極 

そ
の
点
か
ら
云
え
ば
、
主
体
そ
の
も
の
が
黙
し
た
ま
ま
 で
 法
身
の
は
た
ら
き
を
な
す
（
 神
 不
言
の
化
）
、
と
云
え
 る
で
あ
ろ
う
。
 

第
五
に
、
仏
体
は
、
事
実
上
法
身
と
応
身
と
の
融
合
し
 た
も
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
云
え
ば
、
理
念
と
現
実
 と
曳
献
 じ
た
も
の
で
 

あ
る
。
法
身
と
応
身
と
は
分
か
た
る
べ
き
も
の
で
ほ
 な
 

そ
れ
は
、
云
わ
ば
純
粋
連
続
の
不
連
続
と
云
 う
 べ
き
 も
の
で
あ
ろ
う
。
純
粋
 

連
続
は
、
不
連
続
に
お
い
て
始
め
て
そ
の
実
態
に
触
れ
 る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
「
大
乗
大
義
 章
 」
に
 現
わ
 れ
て
い
る
羅
什
の
 、
 

（
 
9
 ）
 

「
妙
行
法
性
生
身
を
真
の
法
身
と
な
す
」
と
い
う
仏
身
 観
 の
 反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

慧
遠
が
こ
の
よ
う
に
、
素
朴
な
が
ら
も
鋭
い
思
索
 と
豊
 か
な
宗
教
体
験
に
お
い
て
、
道
の
究
極
を
追
究
し
た
こ
と
 は
 、
仏
教
的
精
神
の
 

い
 応
身
の
は
た
ら
き
を
有
し
、
無
縁
の
慈
と
云
わ
れ
る
。
 し
か
し
そ
の
よ
う
な
仏
体
は
、
も
と
よ
り
主
体
に
っ
 な
 が
っ
て
い
る
。
従
っ
て
 

滞
 情
は
融
け
、
ま
た
仏
体
に
ま
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 宿
業
の
迷
妄
が
除
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 そ
 れ
ば
変
広
 き
 ね
 ま
り
な
 

そ
れ
自
身
の
明
瞭
な
作
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
 そ
 の
 端
的
な
あ
ら
わ
れ
は
、
仏
体
の
玄
昔
を
聞
く
こ
と
に
よ
 っ
て
、
 塵
 累
は
消
え
、
 

法
身
の
究
極
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
ま
た
、
同
一
の
 観
 念
 が
主
張
さ
れ
て
 

す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
性
を
離
れ
た
主
体
は
 、
仏
 体
 そ
の
も
の
で
あ
 

徴
は
 、
自
己
の
主
体
を
通
じ
て
仏
身
が
感
知
さ
れ
る
と
 い
，
ヮ
 
点
で
、
第
一
 

な
い
と
い
う
 ヱ
思
味
 
で
、
第
二
の
特
徴
に
結
ば
れ
て
い
る
 で
あ
ろ
う
。
 

第
四
に
、
こ
の
よ
う
な
仏
体
は
、
た
ん
に
主
体
そ
の
も
 の
で
あ
り
、
 ま
 

o
o
o
o
o
o
o
o
o
 

い
る
。
と
も
か
く
も
こ
こ
で
は
、
お
の
ず
か
ら
な
る
も
の
 に
帰
 

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
第
二
 一
の
 特
 

の
 特
徴
に
っ
な
が
る
し
、
自
己
の
主
体
は
た
だ
ち
に
 仏
 体
で
ほ
 

た
 自
己
性
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
ほ
な
い
。
 そ
 れ
は
、
 



（
 
3
 ）
「
弘
明
集
」
巻
石
、
「
 
答
何
鎮
南
 、
 釈
 慧
遠
」
大
五
二
 ・
㏄
㏄
の
１
 

%
 杖
仁
 

 
 

 
  
 

（
 
4
 ）
「
老
子
」
第
六
四
章
に
 
、
 

 
 

「
合
抱
の
本
は
、
 亀
末
 よ
り
 生
ず
 」
 

 
 

と
あ
り
、
抱
き
ま
わ
す
ほ
ど
の
大
木
も
 、
 始
め
は
小
さ
な
 芽
よ
 り
生
ず
 、
と
い
う
こ
と
で
、
合
抱
の
二
星
 が
 、
老
子
の
こ
の
 @
 ロ
 
莱
に
 関
係
あ
り
い
 

と
す
れ
ば
、
ど
の
教
え
も
、
根
源
は
一
つ
の
芽
に
ほ
か
な
ら
な
 い
、
と
い
う
意
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

（
 
S
 ）
「
弘
明
集
」
巻
石
、
「
沙
門
不
敬
王
者
論
 
体
 極
下
隷
 応
 」
第
四
、
大
五
二
・
 ピ
下
 

 
 

 
 

「
聖
人
は
一
を
抱
い
て
天
下
の
式
と
な
る
 0
 」
（
第
二
二
章
）
 

や
す
 

「
苦
の
 一
 を得
た
る
も
の
は
、
天
は
一
を
得
て
以
て
清
く
 、
地
 は
 一
を
得
て
以
て
 寧
く
、
 神
は
一
を
得
て
以
て
豆
な
り
。
谷
は
 
一
 を
 得
て
以
て
 

 
 

盈
ち
 、
万
物
は
一
を
得
て
以
て
生
じ
、
 王
 候
は
一
を
得
て
以
て
 天
下
の
貞
た
り
。
そ
れ
之
を
致
す
は
一
な
り
。
」
（
第
三
九
章
）
 

と
い
う
。
 

（
 
7
 ）
「
老
子
」
に
は
大
に
つ
い
て
、
 

「
 
吾
 れ
そ
の
名
を
知
ら
ず
、
こ
れ
を
 字
 し
て
道
と
い
い
、
強
い
て
 こ
れ
が
名
を
な
し
て
大
と
い
う
。
・
・
・
・
・
・
道
は
大
な
り
、
天
も
大
 

な
り
地
も
 

と
ハ
ブ
 。
 

（
 
8
 ）
「
弘
明
集
」
巻
立
「
太
宗
不
順
化
」
第
三
、
大
五
二
・
㏄
 つ
い
 

（
 
9
 ）
「
老
子
」
 
第
 -
 
ハ
章
 

茄
 ）
「
老
子
」
第
一
四
章
 

（
 
r
l
.
 

）
「
荘
子
」
漢
文
大
系
 
九
 、
斉
物
論
第
二
、
三
五
頁
 

（
は
）
「
弘
明
集
」
 巻
五
 、
大
五
二
・
ど
下
 

㍍
じ
回
 右
 

花
 ）
「
出
三
蔵
記
集
」
 
巻
一
 0
 、
「
大
智
論
 抄
序
 」
第
二
一
 、
大
五
五
・
㍉
切
戸
ー
㏄
 

元
 ）
前
掲
 書
 、
大
五
五
・
 お
 0
 １
ぷ
 臣
 

（
㎎
）
前
掲
 書
 、
大
五
五
，
お
や
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（
 
w
 ）
「
出
三
蔵
記
集
」
 
巻
九
 、
「
修
行
方
便
 禅
 経
紙
 序
 」
 第
 
一
四
、
大
五
五
・
ひ
ひ
 

レ
 

（
 
毬
 
）
前
掲
 書
 、
大
五
五
・
③
 0
 

（
㎎
）
 註
 （
 
巧
 ）
参
照
 

茄
 ）
 
註
 （
㎎
）
参
照
 

ガ
 ）
「
老
子
」
第
一
五
章
 

宛
 ）
 
註
待
 ）
参
照
 

宛
 ）
「
出
三
蔵
記
集
」
番
一
 
0
 、
「
何
 %
 畳
心
序
 」
第
一
一
 
、
大
五
五
・
 
S
O
 

（
 
舛
 ）
 
註
 （
Ⅱ
）
参
照
 

元
 ）
「
弘
明
集
」
 
巻
五
 、
「
 答
 何
 %
 南
 」
，
大
五
二
・
お
い
 

死
 ）
「
弘
明
集
」
拳
玉
、
「
朗
報
 
応
諭
 」
、
大
五
二
・
お
 
い
 

万
 ）
「
広
弘
明
集
」
善
一
五
、
「
 
仏
出
銘
 」
大
五
二
・
お
の
 
巨
 

（
 
0
0
 ）
岡
君
 

（
 
ん
 
）
「
広
弘
明
集
」
養
三
 
0
 、
「
念
仏
三
昧
詩
集
 序
 」
、
大
五
 
一
一
・
㏄
の
目
口
 

（
㏄
）
「
弘
明
集
」
巻
立
、
「
沙
門
不
敬
王
者
論
 体
 極
下
乗
 応
 」
第
四
、
大
五
二
，
㌣
 や
 

釘
 ）
「
老
子
」
第
十
ハ
 
草
 

お
 ）
「
老
子
」
第
二
九
章
 

お
 ）
「
老
子
」
第
三
九
章
 

菊
 ）
「
荘
子
」
、
漢
文
大
系
 九
 、
「
 道
海
遊
 」
第
一
、
六
頁
 

お
 ）
 
同
右
 、
 
一
 0
 頁
 

宛
 ）
周
君
、
「
青
物
論
」
第
二
、
三
九
頁
 

   
 

（
 
銘
 
）
周
君
「
養
生
生
」
第
三
、
三
頁
 

 
 

 
  

 

（
 
鍵
 
）
「
撫
物
に
復
帰
す
」
と
い
う
の
が
、
「
老
子
」
の
第
一
 
四
章
に
出
て
い
る
が
、
意
味
は
こ
の
場
合
と
全
く
異
な
っ
て
 い
  
 

菊
 ）
こ
の
反
対
論
者
は
、
「
荘
子
 
-
 の
 
「
人
の
生
は
 、
 気
の
 聚
ま
れ
る
な
り
。
聚
ま
れ
ば
、
す
な
わ
ち
 生
 
と
な
り
、
散
ず
れ
 

 
 

な
る
」
（
茂
文
大
系
 
九
 、
「
如
此
 遊
 」
第
二
二
、
一
七
頁
）
 

と
 い
 う
 
一
文
を
引
用
し
て
、
自
分
の
立
場
の
論
拠
と
な
し
て
い
る
 が
 、
こ
の
文
を
 



用
ゆ
る
両
者
の
態
度
に
は
相
違
が
あ
る
。
す
な
む
ち
反
対
論
者
 は
 、
死
生
を
客
観
的
に
見
て
そ
の
集
散
離
合
を
論
じ
て
い
る
 
が
 、
「
荘
子
」
 

 
 

 
  

 

は
 、
そ
う
で
は
な
く
、
集
散
離
合
を
正
し
く
承
認
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
 、
 反
っ
て
死
生
の
一
如
を
自
覚
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
 あ
る
。
 

 
  

 

（
 
即
 
）
「
弘
明
集
」
 
巻
五
 、
「
沙
門
不
敬
王
者
論
、
形
 尽
 袖
下
 滅
 」
 巻
五
 、
大
五
二
・
 
ぎ
 0
 

 
 
 
 

 
 

谷
ご
 

同
右
 

あ
 ）
岡
君
、
し
か
し
「
荘
子
」
の
原
典
に
は
、
 

「
そ
れ
大
塊
、
我
を
載
す
る
に
形
を
以
て
し
、
我
を
労
す
る
に
 生
 を
 以
て
し
、
我
を
伏
す
る
に
老
を
以
て
し
、
我
を
息
す
る
に
 
死
 を
 以
て
す
 0
 」
 

（
漢
文
大
系
 九
 、
「
荘
子
」
大
宗
師
第
六
、
九
頁
、
お
よ
び
一
八
 頁
 ）
 

と
あ
る
っ
 

 
 

お
 ）
大
患
は
、
「
老
子
」
第
一
三
章
に
出
て
い
る
。
 

 
 

「
何
を
か
大
患
を
貴
ぶ
こ
と
身
の
ご
と
し
と
い
う
や
。
吾
に
大
患
 

O
O
 

あ
る
所
以
は
 
、
身
 あ
り
と
な
せ
ば
な
り
。
吾
に
身
な
し
と
な
す
 に
に
及
ん
で
 

は
、
 
吾
に
何
の
萬
か
あ
ら
ん
 0
 」
 

花
 ）
前
掲
 書
 、
大
五
二
・
 
ピ
の
 

お
 ）
 
同
右
 、
漢
文
大
系
 九
 、
「
荘
子
」
大
宗
師
第
六
、
一
 

0
 頁
 

（
 
蝸
 
）
岡
君
 

行
 ）
「
荘
子
」
前
掲
 
書
 、
斉
物
論
第
二
、
二
四
二
五
頁
 

（
 
穏
 
）
本
文
九
八
頁
参
照
 

（
 
め
 
）
「
出
三
蔵
記
集
」
若
一
五
、
大
五
五
・
 
P
o
 
の
 C
 
 
「
高
僧
 伝
 」
巻
末
、
大
五
 0
.
 
び
 の
の
 
C
 
「
仏
祖
統
紀
」
養
二
六
、
大
四
 

九
 ・
 N
 串
の
 

@
 
）
此
の
声
、
伝
わ
ら
ず
 
"
 
 「
仏
祖
統
紀
」
に
は
「
法
性
論
 
」
一
四
 篇
 と
あ
る
 0
 

釘
 ）
「
高
僧
伝
」
巻
末
、
大
五
 
0
.
 
ひ
 0
 む
 下
 
「
歴
代
三
宝
 紀
 」
 巻
セ
 、
大
四
九
・
 
お
 C
 、
「
仏
祖
統
紀
」
 
巻
 二
六
、
大
四
九
 

い
の
 
N
 Ⅰ
 肛
 

（
 
フ
 
）
「
出
三
蔵
記
集
」
 
巻
 
一
五
、
大
五
五
・
 
P
o
o
 
の
「
高
僧
伝
 」
 巻
 -
 
ハ
 、
大
五
 0
.
 

の
お
 

下
 

-
 睡
）
「
出
三
蔵
記
集
」
（
大
五
五
，
お
の
㏄
）
に
は
、
慧
遠
の
 教
学
上
の
特
色
を
、
無
生
実
相
玄
玄
、
般
若
中
道
芝
 妙
 、
 
即
 色
 聖
意
二
桃
、
緑
門
 

板
銀
 之
要
 、
と
述
べ
て
い
る
。
 

@
 
）
「
広
弘
明
集
」
で
は
、
「
 
夫
れ
 三
昧
と
称
す
る
は
何
ぞ
 」
で
始
ま
り
、
「
 楽
 邦
文
壇
」
で
は
、
「
念
仏
三
昧
と
は
何
ぞ
」
 

と
な
っ
て
い
る
が
、
 

標
題
は
何
れ
も
、
前
者
が
「
念
仏
三
昧
詩
集
 序
 」
で
、
後
者
が
 「
念
仏
三
昧
 詩
序
 」
で
あ
る
 0
 



盧山慧遠における 道の究極 

（
 
防
 ）
「
広
弘
明
集
」
養
三
 
0
 、
 

-
 
㏄
）
「
広
弘
明
集
」
啓
一
五
、
 

-
 
辞
 ）
 
同
 有
 

-
 
㏄
）
 
同
 
）
の
 
ぺ
 の
 １
 ）
 
窩
卜
 

菊
 ）
「
大
乗
大
義
 
草
 」
大
四
五
 大

五
二
・
の
の
）
㏄
「
 楽
 邦
文
 類
 」
養
ニ
、
大
四
七
・
）
の
の
卜
引
 

周
文
 は
、
 二
つ
の
典
拠
を
案
配
し
て
か
か
げ
た
。
 

「
 仏
影
銘
 」
大
五
二
，
あ
べ
の
 

ト
 ㏄
㏄
の
 

115  (115) 



後
藤
光
一
郎
 

こ
の
労
作
は
著
者
が
昭
和
三
十
六
年
東
京
大
学
文
学
部
に
提
出
 

し
た
 学
 

位
論
文
の
主
要
部
分
で
、
我
国
聖
書
学
の
分
野
で
最
高
の
水
準
 

に
あ
る
。
 

究
 」
を
昭
和
二
十
九
年
に
公
刊
し
、
旧
約
 

学
 に
お
け
る
最
大
の
 

㈹
メ
シ
ア
説
の
う
ち
最
後
の
メ
シ
ア
説
の
範
時
に
属
す
る
見
解
 

 
 

脈
の
中
に
お
き
、
他
の
部
分
と
の
関
聯
と
い
う
観
点
か
ら
 

見
 

た
 。
こ
の
場
合
メ
シ
ア
は
ダ
ビ
デ
的
映
像
で
は
な
く
「
ダ
ビ
デ
 

に
は
期
待
さ
れ
行
な
か
っ
た
任
務
を
特
異
な
方
法
で
な
し
と
げ
 

い
て
、
従
来
「
 

僕
 」
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
 
田
 歴
史
的
人
物
税
、
㈲
 

こ
れ
に
先
だ
っ
て
著
者
は
「
苦
難
の
僕
１
１
イ
ザ
ヤ
書
五
三
七
 

難
問
の
 一
 

批
評
に
 
こ
で
出
来
 

基
 

 
 

を
 打
出
し
 

直
し
て
い
 

た
 後
に
 、
 

自
伝
説
、
 

早
 の
 研
 

、
タ
 
ビ
デ
的
メ
シ
ア
に
取
っ
て
代
ら
ん
と
す
る
か
に
見
え
る
」
 

終
 大
的
メ
シ
 

ア
と
 考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

「
第
二
 
イ
 ザ
ヤ
研
究
」
で
は
、
上
述
の
成
果
を
第
二
イ
ザ
ヤ
全
体
 

の
文
 

る
 。
即
ち
四
つ
の
「
僕
の
歌
」
を
通
じ
て
僕
の
映
像
は
一
貫
し
 

て
い
る
わ
 

け
で
は
な
く
、
第
一
と
第
四
は
メ
シ
ア
だ
が
、
第
二
と
第
三
は
 

預
言
者
 自
 

穿
 と
解
さ
れ
る
。
四
つ
の
僕
の
歌
乃
至
は
第
四
の
歌
だ
け
を
 

文
   

離
す
多
く
の
試
み
に
対
し
て
、
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
第
二
 

イ
ザ
 ヤ
の
 思
想
 

中
沢
 治
樹
著
 
「
第
二
 イ
 ザ
ヤ
研
究
 ヒ
 

書 

" =@@ - ヰ 平 

の
 要
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
 切
 離
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
 る
と
反
駁
Ⅲ
 

す
る
。
本
書
の
目
的
は
、
こ
の
僕
の
歌
の
「
整
合
性
・
本
質
的
 連
 
 
 

厳
密
な
原
文
批
判
に
 塞
 い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
 と
 三
 
=
 
口
，
マ
ん
る
 

。
 

い
 

著
者
は
序
論
で
右
の
よ
う
に
「
問
題
と
方
法
」
を
明
ら
か
に
す
 る
と
 共
 

に
 、
「
歴
史
的
背
景
」
と
「
文
学
的
構
成
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
 い
る
。
 ま
 

ず
 、
第
二
イ
ザ
ヤ
に
「
 王
 」
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
 そ
の
年
代
 

の
上
限
を
示
す
。
第
二
イ
ザ
ヤ
の
活
動
は
従
っ
て
 捕
四
 期
後
半
 に
 属
し
 五
 

三
九
Ⅰ
八
の
ク
ロ
ス
に
よ
る
バ
ビ
ロ
ン
の
陥
落
を
境
に
し
て
 二
 期
 に
分
け
 

ら
れ
、
イ
ザ
ヤ
書
第
四
 0
 ｜
 四
八
章
と
四
九
 ｜
 五
五
章
が
夫
々
 上
の
二
つ
 

の
時
期
に
相
当
す
る
。
時
間
を
示
す
副
詞
と
動
詞
の
時
制
（
 完
 了
 未
完
了
 

制
 ）
が
五
三
九
Ⅰ
八
を
境
に
し
た
時
の
推
移
を
示
し
て
い
る
 
と
 解
き
れ
 

る
 。
預
言
を
ま
と
め
た
の
は
第
二
 イ
 ザ
ヤ
自
身
で
他
の
預
言
者
 と
ち
が
っ
 

て
捕
 因
地
の
緊
迫
し
た
状
況
か
ら
そ
れ
 程
 自
由
に
語
り
得
な
か
 っ
 た
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
程
度
始
め
か
ら
文
字
で
書
き
記
し
 、
回
覧
 し
 

た
と
思
わ
れ
、
彼
は
そ
の
材
料
を
、
の
ち
に
み
ず
か
ら
 推
 敵
し
 「
 
M
 
キ
 
笘
 
末
口
 
件
 
M
W
 

Ⅰ
」
 

を
 保
っ
た
比
較
的
長
い
単
元
に
ま
と
め
あ
げ
た
と
考
え
ら
れ
て
 い
る
。
 

天
上
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
王
座
の
ま
わ
り
に
多
く
の
議
官
が
集
ま
り
 会
議
を
 

ひ
ら
い
て
い
る
と
い
う
劇
詩
的
構
成
を
も
つ
 四
 0
.
 
一
｜
 一
一
 序
曲
に
ム
日
 

ま
れ
る
三
な
モ
チ
ー
フ
は
、
前
半
の
終
曲
四
八
・
一
セ
ー
二
三
 及
び
全
体
 

 
 

の
 終
曲
五
五
・
六
 ｜
一
 三
に
相
呼
応
す
る
。
こ
の
枠
の
中
に
第
 一
部
（
 第
 

一
期
）
一
二
単
元
、
第
二
部
（
第
二
期
）
 六
 単
元
が
夫
々
第
一
 部
 ・
ク
ロ
 

ス
と
 イ
ス
ラ
エ
ル
、
第
二
部
・
 撲
 と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
関
係
を
め
   

出
 に
含
ま
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
展
開
す
る
。
各
単
元
は
一
つ
又
は
 そ
れ
以
上
 

の
 主
題
を
も
ち
、
多
少
章
節
は
前
後
す
る
が
大
体
で
 ソ
ラ
テ
 ・
 ク
ス
ト
の
 



順
序
に
 従
，
て
 次
の
様
に
主
題
毎
に
ま
と
め
ら
れ
る
っ
 

第
一
部
 

創
造
国
 0
.
 
一
二
 ｜
 三
一
 

選
び
四
一
・
一
 ｜
 四
二
・
四
 

ク
ロ
ス
四
二
・
五
１
元
、
十
 
｜
 十
七
、
四
三
・
一
四
 ｜
 一
五
 、
四
四
 

二
四
 ｜
 四
五
・
 ハ
 、
四
五
・
九
 ｜
一
 三
、
四
六
・
 ハ
｜
 一
一
、
 四
 

八
・
一
一
一
 
｜
 一
 %
 
ハ
 

イ
ス
ラ
エ
ル
四
三
・
一
 
｜
七
、
ハ
｜
一
 三
、
二
 ハ
，
一
セ
、
 一
八
 ｜
 

三
一
、
四
四
・
一
１
玉
、
二
一
 ｜
 一
二
 
%
 
 四
二
・
一
八
 ｜
 二
五
 、
四
 

三
・
二
 三
 ー
二
八
、
四
六
・
三
ー
 セ
 、
一
二
 ｜
一
 三
、
四
八
 

一
｜
 

Ⅰ
 
一
 セ
ー
三
三
 

ハ
ビ
ロ
二
ア
 
四
三
・
一
四
 c
d
e
 、
四
八
・
一
四
 c
d
 、
 四
 上
 
、
一
 

ノ
 ・
 

｜
ニ
、
四
セ
 ・
 一
｜
 一
五
 

諸
国
民
四
五
・
一
四
 ｜
 一
七
、
一
八
 ｜
 二
五
 

第
二
部
 

預
言
者
四
九
・
一
 
｜
 四
、
五
 e
f
 、
 五
｜
セ
、
ハ
｜
一
 三
、
 二
四
 ｜
 

二
六
、
五
 0
.
 四
 １
元
、
一
 0
 ｜
 一
一
 

神
の
義
五
一
，
 
一
 １
ハ
 、
九
｜
 一
一
、
一
二
 ｜
 一
六
 

シ
オ
ン
五
一
・
一
セ
ー
二
三
、
五
二
・
一
 
｜
ニ
、
セ
ー
一
 ①
 、
四
九
 

一
四
 ｜
 三
一
、
二
二
ー
二
三
、
五
 0
.
 
一
｜
三
 、
五
四
・
一
 ｜
一
 

評
 

七
 、
五
五
・
一
 ｜
五
 

苦
難
の
僕
五
二
・
一
一
 
｜
 一
二
、
五
二
・
一
 二
｜
 五
三
・
一
  
 

結
論
で
、
僕
の
歌
を
も
含
め
て
第
二
イ
ザ
ヤ
の
一
貫
性
を
再
確
 諾
 し
、
 

書
 

原
文
の
と
り
方
で
ロ
語
訳
と
著
し
く
相
違
し
た
箇
処
を
列
 挙
し
て
あ
る
。
 

ら
で
あ
る
 
0
 
そ
れ
は
一
つ
に
は
預
言
な
る
も
の
の
性
格
に
よ
る
 。
 文
 一
つ
 

に
は
第
二
イ
ザ
ヤ
本
文
の
性
格
に
よ
る
。
預
言
は
何
よ
り
も
 歴
 史
を
通
し
 

て
 働
く
神
の
業
に
関
心
が
あ
る
の
で
、
歴
史
的
事
実
に
密
着
し
 て
い
る
が
 

ら
 歴
史
の
「
 動
 」
に
結
び
つ
く
た
め
、
過
去
に
定
着
し
た
歴
史
 事
実
の
記
 

述
 に
な
り
得
ず
、
歴
史
的
回
顧
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
の
「
 動
 」
と
の
 

関
聯
に
お
い
て
救
済
史
的
枠
の
中
に
は
め
こ
ま
れ
る
。
従
っ
 
て
エ
レ
 .
 
キ
 

ア
、
エ
 ゼ
キ
エ
ル
、
 
又
 第
一
イ
ザ
ヤ
に
見
ら
れ
る
よ
 う
 に
歴
史
 鉤
状
況
を
 

説
明
す
る
同
時
代
又
は
そ
れ
に
近
い
時
期
の
散
文
の
部
分
が
な
  
 

預
言
そ
の
も
の
か
ら
一
義
的
に
歴
史
事
実
を
汲
み
と
る
こ
と
は
 難
し
く
、
 

い
わ
ば
「
裏
を
読
む
」
操
作
が
多
か
れ
少
な
か
れ
必
要
と
な
る
  
 

次
に
イ
ザ
ヤ
書
 四
 0
 ｜
 五
五
章
第
二
イ
ザ
ヤ
の
部
分
に
は
歴
史
 事
情
を
 

説
明
す
る
散
文
は
な
い
上
、
預
言
自
体
に
他
の
歴
史
記
録
と
関
（
 

6
 ）
 
わ
り
が
は
の
 

 
 

 
 

つ
 き
り
求
め
ら
れ
る
の
は
四
四
・
二
八
と
四
五
・
一
の
 寸
ひ
 
（
の
 
め
 ク
ロ
ス
 と
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
ば
だ
け
で
あ
る
。
 

 
 

二 に な @ め お け 尚 
る 巻 

け れ こ フ い る 「   末に 序論の 部の分活用き よりど やョセ られて いてい 義 」 、   
的なの古内水」 附ヤ 

の描写 事情とで、 著 歴い 。 代史な 証ま 一 、 文 解釈 如きれ 乙お @ @ ナ 

矛 、 者史 ・ ど 聖のは て る 自 盾 の しな 一抹 の独自 記述と - 第一次 書、外 ために 、著書 し 、る 。 （ ） 5 
い、 な し 史証必が       義 」、 
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著
者
は
そ
こ
で
歴
史
的
背
景
を
一
応
概
観
し
て
、
そ
の
上
で
個
 々
の
 単
 

元
 を
扱
 う
際
 個
々
の
予
言
の
状
況
、
民
預
言
者
の
心
状
に
つ
い
 て
か
な
り
 

思
 切
っ
た
推
測
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
非
常
に
 具
 体
 的
な
 身
 

近
 な
問
題
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
ら
し
く
、
 歴
史
的
背
 

旦
 尽
の
大
筋
に
直
接
ふ
れ
る
場
合
は
少
な
い
。
そ
こ
で
序
論
の
歴
 史
的
背
景
 

の
 記
述
と
本
論
の
個
々
の
記
述
の
間
に
結
び
つ
き
を
そ
れ
 程
見
 出
し
得
な
 

い
 場
合
が
あ
る
が
特
に
直
接
の
手
が
か
り
か
ら
で
な
く
、
 

ぬ
容
 ・
 同
 

義
 語
か
ら
同
じ
主
題
に
属
す
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
な
ど
 

そ
れ
は
 右
 

に
の
べ
た
理
由
か
ら
、
大
体
の
歴
史
的
背
景
の
想
定
に
「
矛
盾
 し
な
い
」
 

と
い
う
、
解
釈
の
「
振
幅
」
を
暗
に
許
容
す
る
結
果
に
な
ら
 ぎ
 る
を
得
な
 

い
か
ら
で
あ
る
。
 

以
上
の
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
著
者
の
歴
史
的
情
況
の
取
扱
 い
は
 大
 

体
 当
を
得
て
お
り
、
預
言
者
が
帰
還
民
を
導
き
帰
る
途
中
で
民
 0
 分
裂
か
 

ら
 バ
ビ
ロ
ン
 
ヘ
 再
び
 引
 返
す
こ
と
を
迫
ら
れ
、
多
く
の
者
は
引
 返
し
た
と
 

し
て
い
る
点
興
味
深
い
。
し
か
し
少
数
の
民
と
行
を
共
に
し
た
 預
言
者
が
 

シ
オ
ン
 
ヘ
 帰
着
の
後
ど
う
し
て
い
た
の
か
は
、
 

必
 ら
ず
し
も
 明
 確
に
さ
れ
 

て
い
な
い
。
な
お
一
三
六
頁
の
 バ
ビ
 
ワ
 ニ
ア
の
 項
で
、
新
年
祭
 の
た
め
。
 ハ
 

ビ
ロ
ン
 
に
集
め
ら
れ
て
い
た
神
々
の
像
が
、
ク
ロ
ス
の
バ
ビ
ロ
 ン
 入
城
に
 

 
 

先
立
っ
て
都
落
ち
し
た
と
い
う
情
況
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
 序
論
に
引
 

用
 き
れ
て
い
る
ク
ロ
ス
の
シ
リ
ン
ダ
ー
で
は
、
神
々
の
像
を
返
 し
た
の
は
 

ハ
ビ
 ロ
ン
入
城
後
に
な
っ
て
い
る
の
で
一
言
説
明
が
欲
し
か
っ
 た
 

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
・
パ
レ
ス
チ
ナ
で
様
々
な
考
古
学
的
発
見
が
 聖
 喜
字
 に
 

新
し
い
材
料
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
聖
書
の
原
文
批
評
（
 

7
 ）
 

は
 慎
重
に
 

な
り
、
 マ
ソ
ラ
 ・
テ
ク
ス
ト
の
価
値
が
再
認
識
き
れ
た
。
特
に
近
 年
の
死
海
 

文
書
の
発
見
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
 

本
 重
日
で
は
死
海
文
書
の
 中
の
 イ
ザ
 

Ⅲ
 

ヤ
書
 テ
ク
ス
ト
を
充
分
考
慮
に
入
れ
て
、
詳
細
な
原
文
批
評
が
 な
 き
れ
て
）
 

 
 

い
る
。
大
胆
な
読
み
か
え
を
し
た
箇
処
も
少
く
な
く
、
後
代
の
 加
筆
と
し
㏄
 

ば
 四
一
・
ニ
セ
前
半
 ふ
 。
 
ぬ
ひ
コ
 
-
 
。
 
ゅ
 @
6
 
コ
圧
 目
算
 ず
 @
 
コ
忠
 5
 
 を
 口
 

て
は
ず
し
た
部
分
、
文
の
位
置
を
入
れ
替
え
た
例
も
少
く
は
な
 語

訳
は
 キ
 

い
 。
 例
え
 

ツ
 テ
ル
版
の
読
み
か
え
に
従
っ
て
 ゑ
、
ぎ
コ
丁
ゅ
ぢ
 
コ
ア
 田
 ㏄
 ぃ
 全
円
 
才
 ゅ
 （
 
わ
た
 

し
は
 は
じ
め
て
こ
れ
を
シ
オ
ン
に
告
げ
た
）
と
よ
み
か
え
た
の
に
 
対
し
て
、
 

出
来
る
だ
け
原
文
の
文
字
を
生
か
し
、
し
か
も
次
の
句
と
平
行
 す
る
よ
 う
 

（
 
ゆ
ゅ
 
の
コ
 @
 乙
コ
王
コ
コ
ひ
ず
三
コ
コ
 
り
口
（
恵
み
を
シ
オ
ン
に
 
、
見
 よ
 、
た
だ
 

で
 ）
と
読
み
、
ニ
セ
を
二
九
の
あ
と
へ
移
し
た
。
四
三
・
二
八
で
 

け
は
 の
 
ゆ
 Ⅱ
 
Q
 

億
 0%
 

（
空
所
の
君
た
ち
）
を
幅
 

9
 

隻
 のゆ
 （
聖
な
る
 民
 ）
 
と
 読
む
 、
等
 

々
。
何
ら
か
の
異
本
の
裏
づ
け
が
あ
る
な
り
、
写
本
の
場
 ム
ロ
ヘ
 ブ
ラ
イ
 文
 

字
の
形
が
似
て
い
る
た
め
誤
っ
て
切
な
文
字
を
書
記
が
書
い
て
 し
ま
っ
た
 

可
能
性
が
顧
慮
さ
れ
て
い
る
な
り
、
夫
々
の
読
み
か
え
は
 テ
ク
 ス
ト
の
上
 

（
 @
 
し
）
 

で
 何
ら
か
の
納
得
の
い
く
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
 

第
二
イ
ザ
ヤ
で
特
異
な
位
置
を
保
っ
て
い
る
の
は
 ぺ
 ル
シ
ア
の
 
王
 ク
ロ
 

ス
 で
あ
る
。
四
五
・
一
で
彼
は
「
メ
シ
ア
た
る
ク
ロ
ス
」
と
 呼
 ば
れ
て
 
ぃ
 

る
 。
イ
ス
ラ
エ
ル
思
想
史
に
お
い
て
メ
シ
ア
の
称
号
が
異
邦
人
 に
 附
せ
ら
 

れ
た
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
著
者
は
ク
ロ
ス
に
お
け
る
 メ
シ
 ア
の
 称
号
 

が
 何
を
意
味
し
て
い
た
か
を
三
点
か
ら
検
討
す
る
（
 一
 0
 二
頁
 以
下
）
。
 

第
一
に
軍
事
的
征
服
者
、
第
一
正
政
治
的
解
放
者
、
第
三
に
 
霊
的
救
済
 

者
。
ク
ロ
ス
が
最
初
の
二
つ
で
あ
っ
た
こ
と
ほ
確
か
で
あ
る
。
 ク
ロ
ス
が
 

ハ
 ビ
コ
コ
ア
を
征
服
し
、
捕
わ
れ
の
民
を
解
放
す
る
こ
と
が
 期
 持
 さ
れ
、
 

事
実
実
現
し
た
。
そ
の
際
第
二
番
目
の
方
に
よ
り
大
き
な
期
待
 が
か
け
る
 



れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
三
の
点
で
、
ク
ロ
ス
が
異
邦
 大
 で
あ
る
 

こ
と
が
当
然
問
題
に
な
る
。
預
言
者
は
は
じ
め
ク
ロ
ス
の
改
宗
 を
 信
じ
て
 

四
一
・
二
五
で
「
わ
が
名
を
呼
び
つ
つ
」
と
書
い
た
の
か
も
し
   

四
五
章
の
頃
に
な
っ
て
そ
の
点
が
疑
わ
し
く
な
っ
て
 、
 「
お
前
は
 わ
た
し
を
 

知
ら
な
く
て
も
」
と
譲
歩
的
表
現
に
変
っ
た
と
考
え
う
る
。
 い
 ず
れ
に
し
 

ろ
 ク
ロ
ス
は
遂
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
信
ず
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
 た
 。
結
局
 

彼
は
た
だ
諸
国
民
と
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
征
服
及
び
イ
ス
ラ
 ェ
ル
 の
 解
放
と
い
 

フ
 ヤ
ハ
ウ
ェ
の
 
欲
 い
を
果
す
そ
の
器
で
あ
っ
た
が
、
オ
リ
エ
ン
 ト
一
般
 又
 

旧
約
的
意
味
で
の
軍
事
的
政
治
的
・
カ
リ
ス
マ
的
救
済
者
に
と
 
ど
ま
っ
 

た
 。
だ
か
ら
と
い
っ
て
ク
ロ
ス
に
対
す
る
期
待
が
全
く
は
ず
れ
 た
か
ら
そ
 

0
 期
待
を
「
僕
の
歌
」
の
「
 僕
 」
に
ふ
り
む
け
た
の
で
は
な
く
 、
第
二
 イ
 

ザ
ヤ
 は
初
か
ら
ク
ロ
ス
の
役
割
の
限
界
を
あ
る
程
度
知
っ
て
 い
 て
 、
両
者
 

を
 夫
々
の
役
割
に
お
い
て
平
行
し
て
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
 。
即
ち
 捕
 

囚
 と
い
う
事
実
を
通
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
中
に
解
放
者
 を
 求
め
る
 

気
持
が
高
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
ダ
ビ
デ
王
家
の
喬
 に
そ
れ
を
 

求
め
る
に
は
、
既
に
余
り
に
も
破
綻
を
き
た
し
て
い
た
。
ク
ロ
 ス
が
イ
ス
 

ラ
エ
ル
の
解
放
を
満
た
し
た
が
、
偶
像
崇
拝
か
ら
の
解
放
は
も
 た
ら
す
こ
 

と
な
く
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
名
に
よ
る
究
極
的
救
い
、
霊
的
救
い
を
 完
成
す
る
 

諾
 で
は
な
か
っ
た
。
結
局
ク
ロ
ス
に
か
け
ら
れ
た
期
待
は
純
化
 さ
れ
一
局
 め
 

ら
れ
た
形
で
「
 僕
 」
に
託
さ
れ
た
（
 
一
 0
 四
頁
 註
 五
八
、
一
 
五
一
頁
 以
 

（
 Q
,
 
）
 

評
 

下
 、
一
六
三
頁
）
。
以
上
の
よ
う
な
著
者
の
主
張
は
重
要
な
 ポ
 イ
ン
ト
の
 

一
つ
で
あ
る
。
 

メ
シ
ア
の
任
務
が
分
け
ら
れ
、
二
つ
の
映
像
は
実
際
に
は
前
後
 関
係
で
 

書
 

あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
一
直
線
上
の
前
後
関
係
で
は
な
く
、
 互
に
独
立
し
た
 

系
統
を
な
し
な
が
ら
、
そ
の
一
部
が
平
行
し
て
い
る
と
い
う
 
関
係
に
あ
 

る
 。
こ
の
こ
と
が
指
示
す
る
一
つ
の
方
向
は
色
々
問
題
の
あ
る
 
円
ヒ
づ
 
0
 ｜
 

-
0
 
雙
の
で
あ
る
。
新
約
聖
書
は
イ
ェ
ス
を
「
 僕
 」
の
映
像
と
結
 び
つ
け
よ
 

つ
 と
し
た
。
イ
エ
ス
の
 花
 と
復
活
の
信
仰
は
第
二
イ
ザ
ヤ
の
「
 僕
 」
の
 系
 

 
 

譜
に
 属
す
る
と
観
ら
れ
る
。
他
方
軍
事
的
解
放
者
と
し
て
の
 メ
 シ
ア
 の
 映
 

像
は
 バ
ル
・
 
コ
セ
バ
 に
お
い
て
潰
滅
と
民
の
離
散
と
い
 ヮ
 結
果
 を
も
た
ら
 

し
た
。
 又
 イ
ェ
ス
自
身
の
意
識
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
軍
事
的
 解
放
者
 と
 

し
て
の
性
格
か
ら
は
お
よ
そ
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
 王
 と
し
て
の
 

メ
シ
ア
像
が
意
識
き
れ
て
い
た
が
、
イ
ェ
ス
は
自
分
の
死
に
よ
 っ
て
 、
そ
 

れ
を
全
く
脱
却
し
去
り
、
「
 僕
 」
の
系
譜
に
帰
一
し
た
。
 

歩
 く
 
も
こ
の
 

（
 
ロ
 ）
 

メ
シ
ア
像
の
系
譜
の
点
で
、
第
二
イ
ザ
ヤ
と
新
約
聖
書
の
間
に
 円
 せ
で
 

0
-
0
 

｜
 

の
 @
 
の
は
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
大
畠
 清
 教
授
が
 ダ
ニ
 エ
 ル
書
に
 

明
確
な
姿
を
見
出
し
た
政
治
的
軍
事
的
メ
シ
ア
像
の
系
譜
を
 、
 著
者
は
第
 

コ
 イ
ザ
ヤ
に
ま
で
遡
っ
て
、
し
か
も
異
邦
人
ク
ロ
ス
に
求
め
 

「
 僕
 」
 

像
 と
対
立
さ
せ
た
こ
と
は
イ
ス
ラ
 ェ
ル
 宗
教
史
を
考
え
る
上
で
 意
味
が
深
 

 
 

 
 こ

の
問
題
か
ら
引
出
き
れ
る
も
う
一
つ
の
方
向
は
、
の
ち
の
。
 
へ
 ル
シ
ァ
 

時
代
に
始
ま
る
ユ
ダ
ヤ
教
々
団
を
中
心
に
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
 宗
教
活
動
 

に
バ
 ビ
コ
コ
ア
 捕
囚
が
 
与
え
た
意
義
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
 問
題
を
指
 

摘
 す
る
た
け
に
と
ど
め
る
。
 

次
に
各
単
元
の
分
析
、
附
録
の
「
イ
ザ
ヤ
書
に
お
け
る
 義
 」
 を
 通
じ
て
 

重
要
な
意
味
を
も
つ
「
 義
 」
の
概
念
を
取
り
あ
げ
た
い
。
言
 お
 串
 -
 恩
恵
 ャ
壌
 

と
 対
比
き
れ
る
正
義
、
法
的
概
念
と
し
て
の
正
当
性
を
豆
 
尽
味
す
 る
 義
に
見
（
 

ら
れ
る
、
い
わ
ば
狭
義
の
義
の
概
念
に
対
し
て
、
著
者
は
第
二
 イ
 ザ
ヤ
の
Ⅲ
 

  



（
 
2
 
。
・
 

l
 
）
 

神
の
経
倫
を
意
味
す
る
義
を
三
振
し
て
い
る
。
別
な
方
面
で
、
 預
 @
=
 

口
書
に
 

見
ら
れ
る
「
 義
 」
 

ハ
 ビ
ロ
ニ
ア
 捕
 囚
を
境
に
し
て
「
 審
 判
 の
 義
 」
 

 
 

か
ら
「
客
意
の
 
義
 」
 へ
 発
展
し
た
と
す
る
考
え
に
対
し
て
、
 

旧
 江
鮒
り
血
里
主
 

羊
 
主
日
で
 

も
っ
と
も
屡
々
「
 義
 」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
る
詩
篇
で
 
、
そ
の
 義
 

は
 
「
救
済
論
的
経
 輪
 」
の
意
味
に
解
き
れ
、
従
来
考
え
ら
れ
て
 い
た
二
つ
 

0
 面
は
同
一
の
根
元
か
ら
遠
境
に
応
じ
て
違
っ
た
意
味
に
用
い
 ら
れ
た
こ
 

と
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
 

著
者
に
よ
る
と
、
第
二
イ
ザ
ヤ
に
お
い
て
義
は
 、
 神
と
人
の
関
 係
 概
念
 

で
あ
り
、
神
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
方
、
た
て
ま
え
及
び
人
の
神
 に
 対
す
る
 

ふ
き
わ
し
い
態
度
、
た
て
ま
え
を
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
契
約
 も
 経
論
 も
 

出
て
く
る
。
 
神
 ヤ
ハ
ウ
ェ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
態
度
は
 、
 一
一
つ
の
面
 

を
 有
し
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
面
は
救
で
あ
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
 面
 は
 審
判
で
 

あ
る
。
た
し
か
に
第
二
イ
ザ
ヤ
で
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
面
が
強
い
   

面
を
全
く
排
除
し
て
そ
の
両
面
の
緊
張
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
  
 

フ
 の
も
民
は
頑
迷
で
背
信
の
状
態
に
あ
り
、
偶
像
崇
拝
を
脱
し
   

っ
 た
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
解
放
救
済
 は
サ
 ハ
ウ
 

ェ
の
 恩
恵
に
よ
る
。
「
 僕
 」
は
正
に
こ
の
両
面
の
緊
張
矛
盾
を
 解
く
役
割
 

を
 担
っ
て
い
る
（
一
二
六
頁
以
下
、
一
 セ
 九
頁
以
下
、
二
 0
0
 
頁
 、
 二
 0
 

六
頁
）
。
第
二
イ
ザ
ヤ
で
は
神
の
義
は
更
に
、
民
族
の
限
界
を
 こ
え
て
 世
 

界
 に
拡
が
り
、
自
然
界
を
も
包
ん
で
宇
宙
的
に
な
る
。
そ
れ
と
 同
時
に
契
 

約
 8
 
イ
ス
ラ
エ
ル
を
中
心
に
し
て
非
常
に
拡
大
さ
れ
、
内
包
的
 （
 
よ
り
も
 

l
 
3
 
）
 

外
 

延
 的
に
全
被
造
物
に
ま
で
拡
大
き
れ
る
（
一
セ
四
頁
、
 二
 0
 
二
 頁
 ）
。
 

と
す
る
と
、
第
二
イ
ザ
ヤ
に
お
い
て
「
 義
 」
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
 面
は
没
 

 
 

卸
 さ
れ
て
お
ら
ず
、
義
の
二
つ
の
面
が
同
時
に
存
在
し
、
要
す
 る
に
重
心
 

が
 ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
側
に
寄
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 殊
 に
こ
の
 機
 
℡
 

構
 が
僕
（
メ
シ
ア
）
思
想
の
成
立
と
少
な
か
ら
ず
関
係
が
あ
る
 こ
と
が
 示
 

）
 

 
 

唆
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
 

当
殊
 メ
シ
ア
思
想
の
成
立
に
 
 
 

ビ
 ワ
ニ
ア
 捕
 囚
の
意
義
の
問
題
が
派
生
す
る
。
 

ム
 
「
日
進
伝
わ
っ
て
い
る
 
旧
杓
 虫
害
 の
 テ
ク
ス
ト
は
 
、
 特
に
印
刷
 術
 の
 発
 

明
 以
前
、
多
く
の
人
の
手
に
よ
り
写
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
た
。
 そ
 0
 間
長
期
 

に
わ
た
っ
て
写
本
は
総
じ
て
 驚
 ろ
く
べ
き
正
確
き
を
も
っ
て
 伝
  
 

し
た
が
、
書
記
の
写
し
違
い
が
処
々
起
っ
た
。
欄
外
の
読
や
異
 本
の
読
み
 

を
 誤
っ
て
本
文
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
学
的
着
色
や
誤
解
 の
 可
能
性
 

を
 導
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
編
纂
者
の
主
観
が
そ
の
間
 に
人
 る
段
 

階
 が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
原
著
者
の
原
文
は
重
積
し
た
 世
 代
の
手
垢
 

の
下
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
 0
 古
い
写
本
が
見
出
さ
れ
る
毎
に
 、
 
伝
承
史
上
 

の
あ
る
時
点
の
テ
ク
ス
ト
の
実
状
と
個
々
の
変
更
が
実
証
さ
れ
 る
 。
死
海
 

文
書
の
発
見
で
、
イ
ザ
ヤ
書
は
紀
元
前
第
一
世
紀
の
実
状
の
証
与
一
 

ロ
を
得
た
。
 

原
文
批
判
で
 マ
ソ
ラ
 
・
テ
ク
ス
ト
よ
り
も
他
の
写
本
の
読
み
方
 を
と
る
 場
 

合
 、
そ
れ
は
そ
の
写
本
の
読
み
方
の
方
が
原
著
者
の
原
文
 

本
書
で
は
 

第
二
イ
ザ
ヤ
は
初
め
か
ら
あ
る
程
度
書
き
 記
さ
れ
た
と
想
定
さ
 

-
 

れ
て
い
る
 

の
で
、
口
伝
々
承
の
段
階
を
考
慮
に
入
れ
て
、
原
口
述
者
の
も
 と
の
こ
と
 

ば
、
 及
び
初
め
に
書
き
記
さ
れ
た
原
文
が
複
数
例
あ
っ
た
可
能
 性
 を
そ
れ
 

程
 考
え
な
く
て
よ
い
も
の
と
し
て
を
保
持
し
て
い
る
と
い
，
 
ヮ
 想
定
に
 

立
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
文
批
判
は
本
来
一
つ
し
  
 

た
は
ず
の
原
著
者
の
原
文
を
求
め
な
が
ら
、
最
古
の
写
本
以
前
 0
 段
階
で
 

論
考
の
操
作
、
観
方
に
よ
っ
て
は
実
際
に
は
あ
る
途
中
の
段
階
 の
 横
断
面
 

を
 切
っ
て
見
せ
る
か
或
は
ち
ぐ
は
ぐ
な
色
々
な
段
階
を
混
同
し
 た
助
口
を
 



書 評 

見
せ
る
結
果
に
な
り
 ぅ
る
 。
本
書
の
著
者
も
、
そ
の
危
険
 と
間
 題
の
困
難
 

さ
を
意
識
し
て
お
り
、
序
論
で
は
既
に
の
べ
た
よ
 う
 に
第
二
 イ
 ザ
ヤ
 の
 大
 

部
分
を
預
言
者
自
身
の
手
に
よ
る
編
纂
に
帰
し
て
い
る
が
、
 結
 論
 で
、
こ
の
 

よ
う
な
主
題
的
構
成
で
全
体
の
預
言
を
集
成
し
た
編
集
の
過
程
 と
そ
の
ら
 
九
 

結
の
時
期
に
つ
い
て
想
定
・
論
述
が
不
備
で
あ
る
こ
と
を
認
め
 チ
 
Ⅱ
い
立
つ
 

0
 玉
 

題
的
 構
成
に
よ
る
編
纂
と
い
う
把
握
の
仕
方
が
、
神
学
の
逆
 投
 影
と
 混
同
 

き
れ
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
問
が
繰
返
し
問
わ
れ
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
 

所
以
で
あ
る
。
と
ま
れ
説
得
力
は
充
分
で
は
な
い
が
、
「
は
 ば
 現
在
の
形
 

に
 近
い
第
一
次
の
編
集
」
は
第
二
イ
ザ
ヤ
自
身
に
、
「
第
二
次
 編
集
」
は
 

恐
ら
く
第
二
神
殿
建
設
（
五
一
六
年
を
と
 ハ
 レ
）
以
後
第
二
 

@
 

イ
ザ
 ヤ
と
 直
接
 

師
弟
関
係
に
は
な
か
っ
た
が
イ
ザ
ヤ
伝
承
圏
の
影
響
下
に
あ
っ
 た
 第
三
々
 

ザ
ヤ
 に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

本
書
は
単
な
る
註
解
 書
 で
は
な
い
。
終
幕
「
苦
難
の
僕
」
を
 頂
 点
と
す
 

6
 組
織
的
釈
義
で
あ
る
。
し
か
し
広
く
写
本
 類
 、
 訳
 、
註
解
 書
 に
あ
た
り
 

な
が
ら
、
「
一
千
回
原
文
で
テ
キ
ス
ト
を
反
復
 身
読
 」
し
て
 行
 わ
れ
た
 原
 

文
 批
判
の
上
に
こ
そ
本
書
の
真
価
は
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
 

二
九
 

六
二
年
一
二
月
刊
 
A
5
 

三
五
八
頁
 

一
 、
一
八
 
0
 円
山
本
書
 店
 ）
 

註
 （
Ⅰ
）
こ
の
こ
と
は
本
書
に
も
当
て
は
 ま
 ろ
。
本
書
で
参
照
 さ
れ
る
 約
 

二
百
五
十
の
内
外
文
献
の
一
覧
表
が
巻
末
に
あ
る
。
勿
論
こ
れ
 

で
 第
二
イ
ザ
ヤ
に
関
す
る
文
献
が
尽
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
 

 
 

Q
.
 
田
 。
 
す
お
 （
が
 N
 の
 
す
コ
 Ⅰ
 い
 す
（
の
 
ニ
 t
e
 
（
 
g
 
（
 
u
r
z
u
 

（
 田
 立
の
降
り
 

ヨ
 。
 里
  
 

ゴ
を
の
 
コ
づ
 （
 
c
 で
 す
の
（
 

@
 
の
宜
の
り
 
ト
 
1
 月
の
ひ
 

0
 ）
を
載
せ
始
め
た
。
第
一
 

回
は
第
一
イ
ザ
ヤ
 迄
 な
の
で
、
い
ず
れ
第
二
イ
ザ
ヤ
以
下
が
続
 

（
 
2
 ）
 

（
 
3
3
 

Ⅰ
）
 

（
 
4
4
 
）
 く

は
ず
で
あ
る
。
 

本
書
の
原
文
の
取
扱
い
は
 
何
 
苦
難
の
僕
 ヒ
と
 大
体
変
り
な
い
が
 

い
く
つ
か
の
点
で
改
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
芳
し
い
の
は
五
三
 

・
 ハ
 0
 日
出
 

Q
m
 

浅
田
 @
 ヨ
 @
 
ゅ
づ
 
斗
が
「
苛
酷
な
る
・
判
決
に
よ
 

り
 」
か
ら
「
捕
え
ら
れ
（
 
温
 。
 
協
 ㌣
 て
 
定
め
か
ら
」
と
な
り
、
 

五
三
，
 一
 0
 後
半
の
（
 
ゆ
の
 
Ⅰ
 
ヨ
 は
そ
の
あ
と
の
王
子
に
合
わ
 

せ
て
三
人
称
に
読
み
、
預
言
者
が
民
衆
に
僕
に
つ
い
て
語
っ
て
 

い
る
場
面
で
あ
る
と
想
像
し
た
の
に
対
し
て
、
本
書
で
は
 

荻
山
 
日
 に
合
わ
せ
て
 オ
 ・
の
ず
を
二
人
称
に
読
み
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
 

二
人
称
で
呼
び
か
け
ら
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
に
僕
の
こ
と
を
告
げ
 

て
い
る
場
面
と
解
さ
れ
る
（
「
苦
難
の
僕
Ⅰ
 

一
 C
 セ
頁
 以
下
 台
 

照
 ）
 
0
 曲
り
 
ヨ
 を
三
人
称
に
読
み
か
え
る
の
は
 

ダ
 ル
ガ
 l
 タ
の
 支
 

持
を
得
る
。
若
者
が
そ
れ
で
も
二
人
称
の
形
を
と
っ
た
の
は
 

死
 

海
 文
書
が
読
み
か
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
死
海
文
書
 

は
ド
 の
 
ア
 も
読
み
か
え
て
い
な
い
。
即
ち
（
 

り
の
 
Ⅱ
三
 
%
h
 
。
の
 

チ
 を
 夫
 

々
二
人
称
及
び
三
人
称
の
ま
ま
で
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
 

フ
か
 

し
か
し
、
本
書
と
司
苦
難
の
僕
Ⅰ
の
相
異
は
著
者
の
結
論
の
 

大
筋
を
変
え
る
も
の
で
は
な
 

「
展
開
」
部
の
は
じ
め
に
、
第
二
イ
ザ
ヤ
で
神
と
民
が
ど
の
よ
 

う
 に
呼
ば
れ
る
か
が
概
観
さ
れ
て
い
る
 

り
 

時
間
的
順
序
に
一
応
従
い
乍
ら
、
あ
る
期
間
を
、
そ
の
期
間
に
 

1
2
1
)
 

起
っ
た
歴
史
的
事
件
の
中
か
ら
最
大
の
神
学
的
テ
 

@
 マ
で
ま
と
  
 

め
て
い
く
方
法
は
、
関
根
正
雄
司
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
文
化
史
 

L
 
1
2
1
 



圭
 

由
里
 

目
 

  
    

二
九
五
二
年
）
で
試
み
ら
れ
た
り
 

「
第
二
イ
ザ
ヤ
に
お
け
る
自
然
の
意
 

垂
 」
は
日
本
聖
書
手
研
究
 

所
に
お
け
る
合
評
 会
 
（
本
年
六
月
十
日
）
で
取
上
げ
ら
れ
た
。
 

自
然
の
背
後
に
認
め
ら
れ
た
ヌ
ー
メ
ン
 的
 、
デ
ー
モ
ン
的
な
も
 

の
が
終
末
に
お
い
て
潰
滅
し
、
自
然
は
新
し
い
生
に
よ
み
が
え
 

る
、
 人
の
堕
落
の
故
に
終
末
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
 

自
然
は
人
と
共
感
す
る
運
命
共
同
体
だ
か
ら
で
あ
 ガ
 、
と
い
う
 

意
味
で
著
者
の
い
う
Ⅱ
 三
 Ⅰ
 曲
 
5
0
 三
の
ず
 
目
コ
的
 
。
 田
呂
ヨ
せ
臼
仁
 
。
 四
｜
 

の
 @
0
 
口
月
ほ
つ
い
て
、
一
面
デ
 
@
 モ
 ソ
的
 性
格
を
も
っ
た
 ヤ
ハ
 

ウ
ェ
 が
預
言
者
を
通
し
て
こ
れ
ら
ヌ
 l
 
メ
ン
 的
、
デ
 ?
 
モ
 ソ
的
 

な
も
の
と
対
決
し
た
と
き
、
ヌ
ー
メ
ン
 的
 霊
の
機
能
ま
で
抹
殺
 

し
つ
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
山
が
喜
び
の
歌
を
づ
た
い
 

秩
序
の
内
に
よ
み
が
え
り
、
新
し
く
神
話
的
要
素
と
な
る
。
 

た
、
 

，
、
 

憲
は
ヤ
 
ハ
ウ
エ
を
創
造
 
主
 と
す
る
一
神
教
的
（
 呂
 0
 コ
 由
の
（
～
㌧
の
 

だ
 ヤ
ハ
ウ
ェ
の
秩
序
に
お
い
て
こ
そ
自
然
は
自
 伏
 た
ら
し
め
ら
 

森
の
木
が
拍
手
を
送
り
、
野
の
ケ
モ
ノ
が
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
あ
が
め
 

る
と
い
う
意
味
で
依
然
残
Ⅰ
て
お
り
、
い
 う
 な
れ
ば
 自
伸
 の
 話
 

れ
て
い
る
と
い
う
点
は
変
り
な
い
。
と
す
る
と
こ
れ
は
多
神
教
 

 
 

的
諸
襄
 の
一
種
の
出
 セ
 Ⅰ
。
㌢
 
お
ざ
 q
E
 

ヰ
的
と
言
え
る
の
で
は
な
い
 

か
 、
と
い
う
筆
者
の
質
問
に
対
し
、
旧
約
聖
書
は
も
っ
と
 

r
a
 
卸
げ
 自
で
そ
ん
な
に
温
存
的
で
は
な
い
、
と
い
う
応
答
が
あ
 

っ
た
 。
第
二
イ
ザ
ヤ
の
自
然
 観
 の
一
切
が
下
せ
 
せ
 0
 の
（
 
い
 の
 ぽ
 （
年
コ
 
帳
 

 
 

だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
一
面
も
や
は
り
あ
る
と
 思
 

う
 。
 刃
 0
Q
 
 の
 
出
セ
づ
 
0
 の
 
村
 お
の
項
参
照
。
 

-
6
 レ
 

（
 7
7
1
 

）
 

ハ
 8
 ）
 

-
g
u
 

Ⅰ
）
 

（
 
Ⅱ
 
o
 o
 ）
 

  
    

考
古
学
的
成
果
に
よ
る
第
一
次
史
料
、
と
く
に
記
録
資
料
を
重
 
Ⅰ
 
2
2
 

要
 な
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
方
法
を
と
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
 史
は
、
 

 
 

日
本
で
は
石
橋
音
信
、
大
畠
 清
 、
神
保
勝
也
㍉
ヘ
ブ
ラ
イ
 史
目
 

(
1
2
2
 

（
昭
和
八
 ｜
 九
年
）
の
特
に
前
半
。
 

ス
 フ
イ
ネ
ガ
ン
コ
古
代
文
 

化
の
光
 ヒ
 三
笠
宮
 崇
仁
 、
赤
同
道
雄
、
中
沢
 沿
樹
 共
訳
（
昭
和
 

三
十
三
年
）
参
照
。
こ
の
方
法
は
理
論
の
説
得
力
よ
り
も
、
 事
 

実
の
説
得
力
を
活
か
す
。
 

パ
甲
 0
 の
 エ
 ラ
ム
語
で
本
 u
r
a
 
か
は
牧
者
を
意
味
す
る
。
四
四
 

二
八
の
内
 ひ
ト
ゑ
 r
6
 

曲
木
 

む
 
三
の
 グ
 
Ⅰ
の
 
メ
げ
 0
 コ
 。の
・
 へ
 
㎏
㏄
参
照
。
 

屈
 ・
 
ロ
 ・
 力 。
 
ミ
オ
お
づ
ア
 0
0
 紅
 
円
盆
 村
日
の
コ
 
（
 ド
 
二
年
目
 0
 年
の
～
 

コ
の
 （
 

目
印
さ
 す
 （
 
r
o
 
山
ロ
。
 

由
 0
 月
）
 0
 り
 
ゲ
 
ぎ
田
。
 ド
 ア
の
の
 ヰ
 の
 
目
雙
コ
的
セ
注
 

お
 「
 
コ
 o
b
O
 三
日
 e
 笘
の
日
の
具
 臼
 目
口
 
げ
ダ
 お
り
の
 で
 
丁
の
お
や
・
 ひ
だ
 

四
五
・
一
九
 あ
ア
 申
す
り
 俺
弩
呂
 （
わ
た
し
を
尋
ね
る
の
は
 ぐ
 

だ
 ）
を
、
文
脈
か
ら
は
じ
め
の
単
語
を
す
ぎ
の
 す
 の
 
ぺ
と
 読
み
か
 

え
る
 
（
魔
法
に
よ
っ
て
わ
た
し
を
も
と
め
よ
）
の
は
、
テ
ク
ス
 

ト
 の
上
で
の
支
持
を
も
た
な
い
。
 

コ
 苦
難
の
僕
 し
 一
五
三
頁
以
下
（
本
書
工
二
八
頁
以
下
）
参
照
 

新
約
聖
書
で
は
預
言
の
成
就
と
し
て
で
あ
る
。
イ
エ
ス
自
身
の
 

意
識
に
お
い
て
は
、
メ
シ
ア
の
三
的
側
面
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
 

と
は
確
か
と
考
え
ら
れ
る
（
マ
ル
コ
伝
第
一
一
章
 等
 エ
ル
サ
レ
 

ム
 入
城
 参
昭
じ
 。
関
根
正
雄
教
授
に
従
え
ば
、
イ
ェ
ス
に
は
 
始
 

め
王
 と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
こ
れ
を
あ
き
 

ら
め
た
（
口
頭
 て
 
新
約
聖
書
の
伝
え
る
外
的
事
実
と
し
て
は
、
 

イ
エ
ス
は
裁
判
の
席
に
つ
い
た
ピ
ラ
ト
の
間
に
対
し
て
、
 
自
 



-J Ⅰ   

分
が
 
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
壬
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
（
マ
ル
コ
一
五
 

二
等
Ⅱ
兵
士
は
イ
ェ
ス
を
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
 、
 ば
ん
ざ
 
い
 」
 

と
噂
 弄
し
（
マ
タ
イ
二
七
・
二
九
年
）
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
 

た
 イ
ェ
ス
の
罪
状
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
」
（
マ
タ
イ
二
七
・
三
 

七
等
）
だ
っ
た
。
イ
エ
ス
は
主
と
し
て
の
メ
シ
ア
意
識
を
も
っ
 

た
に
通
い
な
い
。
し
か
し
十
字
架
の
死
に
よ
っ
て
そ
れ
が
挫
折
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
「
 僕
 」
の
映
像
へ
脱
却
し
 純
 

化
 き
れ
た
と
観
ら
れ
る
。
大
畠
 清
 教
授
に
よ
れ
ば
、
 

ェ
ゼ
キ
ェ
 

ル
に
発
し
た
メ
シ
ア
 巴
 想
は
二
つ
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
に
な
 

り
 、
政
治
的
軍
事
的
メ
シ
ア
は
 て
カ
 ベ
ア
時
代
を
背
景
に
も
つ
 

ダ
ニ
エ
ル
書
に
お
い
て
明
確
な
形
を
と
り
、
イ
エ
ス
の
 エ
 ル
 サ
 

レ
ム
入
城
を
迎
え
た
民
衆
の
心
に
あ
っ
た
メ
シ
ア
の
姿
は
そ
れ
 

で
あ
っ
た
。
結
局
こ
れ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
史
上
最
大
の
悲
劇
 ユ
 ダ
 

ヤ
 戦
争
と
バ
ル
・
 
コ
セ
バ
 叛
乱
の
失
敗
と
民
の
離
散
を
招
来
し
 

た
 
（
東
大
文
学
部
に
お
け
る
昭
和
二
九
年
度
講
義
「
イ
ス
ラ
 ェ
 

ル
 宗
教
史
と
。
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
、
終
末
に
お
け
る
精
神
的
 霞
 

約
分
野
に
お
け
る
祭
司
と
世
俗
的
政
治
的
分
野
に
お
け
る
 メ
シ
 

ア
は
 つ
い
て
は
出
ぬ
 釜
 コ
田
づ
 ユ
 ㏄
降
り
さ
 
巨
目
 ⑬
の
 ぎ
す
，
せ
 円
目
 

）
 0
 の
の
。
 
つ
 っ
・
の
 
ぃ
 ）
ー
の
㏄
 
ひ
 参
照
。
 

こ
の
占
が
強
調
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
ほ
結
局
第
二
 イ
ザ
 

ヤ
 で
は
、
「
神
の
経
 給
 」
は
イ
ス
ラ
エ
ル
中
心
だ
か
ら
で
あ
 

る
 。
し
か
し
著
者
は
他
方
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
 

が
 諸
国
民
の
救
の
条
件
で
あ
る
こ
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
自
身
が
 又
 

背
信
の
民
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
「
 僕
 し
が
必
要
と
さ
れ
た
 

こ
と
を
指
摘
す
る
二
五
一
頁
以
下
㌔
 

ラ
 ）
佐
々
木
竜
二
「
詩
篇
に
お
け
る
 
義
 」
谷
ロ
 橋
 三
郎
 
冒
 マ
書
拙
 

拙
 」
Ⅱ
、
九
一
九
六
二
年
所
収
 一
｜
 一
四
二
頁
 

@
 
）
も
っ
と
も
序
曲
の
四
 
0
.
 

六
の
田
 綜
 Ⅱ
の
 訳
 
「
万
物
 

」
は
 

意
 

味
を
拡
大
し
す
ぎ
て
い
る
と
思
 う
 （
三
五
頁
、
五
三
頁
 

（
 
M
 
）
の
 h
.
 ナ
ヱ
 ・
Ⅱ
 注
 0
 目
円
才
の
 
0
 ふ
 め
田
 O
h
 ヰ
あ
 ㎏
 0
0
 
ず
 。
 片
 Ⅰ
の
の
 

｜
 

@
 
ド
 ず
 。
 ン
ト
 
円
 Ⅰ
Ⅹ
Ⅱ
の
 
き
 。
 せ
呂
こ
 
）
㏄
㏄
１
ト
 

り
 ～
。
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本
書
は
半
生
を
こ
の
領
域
の
研
究
に
捧
げ
て
こ
ら
れ
た
著
者
の
 学
位
論
 

立
 で
あ
る
。
人
も
知
る
よ
う
に
、
著
者
は
「
仏
教
入
門
」
、
「
仏
陀
 

ヒ
 
な
ど
 

多
数
の
著
書
を
通
じ
て
、
現
代
人
の
た
め
、
仏
教
思
想
の
普
及
に
 

力
 を
尽
し
 

て
こ
ら
れ
た
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
著
者
の
活
動
と
信
仰
の
基
 盤
 を
な
す
 

学
問
体
系
の
一
端
で
あ
る
。
博
士
は
、
つ
と
に
、
ア
ー
ガ
マ
 

-
 阿
 含
 ）
資
料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
み
に
よ
っ
て
、
仏
陀
の
生
涯
、
仏
陀
の
思
想
、
仏
陀
の
時
代
 の
 三
つ
を
 

描
く
構
想
を
も
た
れ
た
が
、
今
回
そ
の
第
一
部
と
し
て
、
本
書
 が
 公
刊
さ
 

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
 

云
 .
n
 ま
で
も
な
く
、
原
初
的
 資
料
の
み
の
 

 
 

に
 
依
っ
て
、
い
ま
だ
後
世
の
粉
飾
や
伝
説
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
 
な
い
、
 

 
  

 

仏
陀
の
素
朴
な
真
相
を
再
現
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

 
 

  

土
屋
光
造
 

増
 俗
文
雄
 

著
 「
 
肝
 
Ⅰ
だ
 
て
 
独
仏
伝
の
研
究
 

口
 



  

き
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
、
ア
ー
ガ
マ
 
-
 
阿
舎
）
な
い
し
、
 
仏
 伝
 研
究
 

の
 歴
史
は
ま
だ
そ
の
日
が
浅
い
が
、
そ
れ
は
、
明
治
以
来
の
わ
 が
国
 仏
教
 

学
 の
一
課
題
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
仏
教
典
に
新
紀
元
 を
 劃
す
る
 

大
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
即
ち
、
明
治
中
期
に
、
西
欧
の
学
 者
に
よ
っ
 

て
 紹
介
さ
れ
た
、
批
判
的
合
理
的
な
仏
教
研
究
の
方
法
と
態
度
 は
 、
や
が
 

て
 、
大
乗
非
仏
説
論
を
生
み
出
し
た
。
大
乗
経
典
の
こ
と
ご
と
 く
が
釈
尊
 

の
 直
接
の
金
口
説
法
で
な
く
、
従
っ
て
、
そ
の
教
理
も
亦
 、
す
 
べ
て
後
世
 

の
 歴
史
的
所
産
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
千
数
百
年
の
伝
統
を
継
 ド
 日
本
仏
 

教
 全
体
に
深
刻
な
動
揺
を
与
え
た
。
こ
れ
に
対
し
パ
ー
リ
五
部
 二
 カ
ー
マ
 

と
 、
そ
れ
に
対
応
す
る
漢
訳
四
阿
 舎
 こ
そ
が
、
最
も
原
初
的
な
 経
典
で
あ
 

り
、
 最
も
忠
実
に
釈
尊
の
直
説
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
 、
 俄
に
 脚
 

光
 を
あ
び
た
。
そ
し
て
、
従
来
、
小
乗
と
し
て
 頼
 り
み
ら
れ
な
 か
っ
た
こ
 

れ
ら
資
料
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
釈
尊
に
還
り
、
原
始
仏
教
、
根
 本
仏
教
を
 

組
織
し
ょ
う
と
い
う
こ
こ
ろ
み
が
盛
ん
と
な
り
、
多
く
の
釈
尊
 伝
が
 集
中
 

的
に
著
わ
き
れ
た
。
こ
の
間
、
基
礎
作
業
と
し
て
の
、
聖
典
 批
 評
の
方
法
 

8
 次
第
に
学
問
的
に
な
り
、
言
語
学
的
方
法
、
表
現
形
式
の
類
 別
に
頼
る
 

形
式
批
評
、
更
に
、
本
文
内
容
の
比
較
審
査
に
依
っ
て
真
偽
を
 見
定
め
る
 

内
容
批
評
へ
と
展
開
し
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
五
部
・
四
阿
舎
 に
つ
き
、
 

 
 

文
書
の
新
古
の
層
を
判
別
し
て
、
そ
の
原
型
に
き
か
の
ぼ
り
、
 そ
こ
か
ら
 

逆
に
現
形
へ
の
思
想
的
発
展
を
跡
づ
け
よ
 う
 と
い
う
、
綿
密
な
 努
力
が
続
 

 
 

｜
リ
 文
献
の
み
 

に
 偏
る
西
欧
学
者
に
対
し
、
漢
訳
資
料
を
も
併
せ
て
自
由
に
使
 い
こ
な
せ
 

る
と
こ
ろ
か
ら
、
 
漠
巴
 対
照
に
よ
る
比
較
整
理
が
進
み
、
伝
承
 を
 異
に
す
 

書
る
漢
巴
 諸
異
本
に
一
致
す
る
部
分
か
ら
、
同
一
源
泉
と
し
 て
の
原
型
を
推
 

寓
 す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
、
西
欧
に
見
ら
れ
ぬ
優
れ
た
業
績
が
 、
先
学
の
Ⅸ
 

手
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
。
中
で
も
、
姉
崎
博
士
は
 、
 常
に
 、
 

 
 

そ
の
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
第
一
人
者
で
あ
り
、
こ
の
領
域
に
お
 
け
る
、
 

「
仏
教
聖
典
史
論
」
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
業
績
は
、
今
日
も
 

な
お
、
 そ
 

の
 光
彩
を
斯
界
に
放
っ
て
い
る
。
 

き
て
、
大
正
、
昭
和
と
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
本
文
 解
釈
、
 

内
容
批
評
の
方
法
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
 こ
 れ
が
た
め
 

に
は
、
正
確
な
客
観
的
観
察
と
歴
史
的
判
断
は
勿
論
の
こ
と
、
 小
 
示
教
一
般
 

に
 通
ず
る
広
い
視
野
と
仏
教
へ
の
深
い
理
解
と
が
必
要
で
あ
る
 が
 、
そ
れ
 

は
よ
り
深
く
は
、
研
究
者
自
身
の
、
宗
教
の
本
質
に
対
し
て
の
 主
体
的
関
 

心
 に
関
係
し
て
い
る
。
特
に
 、
 限
ら
れ
た
資
料
を
も
と
に
、
 

宗
 教
的
 偉
人
 

の
 歴
史
的
実
相
を
再
現
し
ょ
う
と
こ
こ
ろ
み
る
場
合
、
こ
の
 関
 心
な
し
に
 

は
、
 生
き
た
像
を
映
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
 偉
 大
な
る
 生
 

涯
は
 、
小
事
実
の
単
な
る
集
合
で
は
翻
訳
で
き
な
い
有
機
的
 全
 
体
で
あ
 

り
、
 深
い
感
情
が
、
全
体
を
抱
擁
し
、
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
 百
 

年
前
、
世
に
出
た
、
ル
ナ
ン
の
コ
イ
ェ
ス
 伝
 口
を
し
て
、
今
日
 な
お
不
朽
 

た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
聖
書
批
評
の
客
観
的
考
証
の
確
か
さ
 と
「
比
類
 

な
き
人
間
」
イ
エ
ス
へ
の
主
体
的
関
心
１
１
彼
の
い
う
 愛
 

の
 深
さ
と
 

で
あ
り
、
両
者
が
織
り
な
し
、
醸
し
出
す
世
界
で
あ
る
。
そ
し
 て
わ
が
 国
 

に
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
を
自
覚
的
に
区
別
し
た
上
で
結
合
し
た
 最
初
の
人
 

こ
そ
、
姉
崎
博
士
で
あ
る
。
博
士
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
聖
典
 批
 判
の
厳
正
 

周
到
な
客
観
的
方
法
は
 、
 つ
ね
に
、
「
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
 つ
き
て
、
 

 
 

仏
陀
弘
化
の
真
面
目
に
接
せ
ん
と
の
信
念
」
に
 根
 ぎ
し
、
「
 
歴
 史
の
真
相
 

を
 得
る
為
の
史
料
の
渉
猟
は
、
歴
史
の
為
の
歴
史
研
究
に
あ
る
 
の
で
な
 



ハ
 2
 ）
 

く
 、
歴
史
と
共
に
霊
位
内
奥
の
根
底
を
求
め
る
に
あ
り
」
と
い
 っ
 主
体
的
 

要
求
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
姉
崎
博
士
の
直
弟
と
し
て
、
若
き
 日
 よ
り
、
そ
の
膝
下
に
 薫
陶
を
 

 
 

受
け
た
著
者
が
、
こ
こ
に
、
全
く
新
し
い
資
料
分
析
の
方
法
と
 、
人
間
 理
 

 
 

性
の
確
信
の
上
に
立
つ
、
人
間
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
対
す
 る
 信
念
と
 

を
も
っ
て
、
よ
く
そ
の
学
統
を
継
承
し
発
展
さ
れ
た
こ
と
は
、
 ま
こ
と
に
 

意
義
深
い
こ
と
と
思
う
。
 

一
 

さ
て
、
本
書
の
論
述
の
中
心
部
の
骨
格
を
要
約
し
て
み
る
と
、
 著
者
は
 

仏
陀
の
重
要
事
蹟
 ビ
 と
に
、
ア
ー
ガ
マ
資
料
の
諸
所
に
散
在
し
   

横
関
係
の
記
事
を
 、
漏
 な
く
摘
出
し
、
 
平
列
 配
当
す
る
と
い
う
 、
従
来
の
 

方
法
を
踏
襲
し
な
い
。
大
乗
経
典
を
ま
た
ず
、
ア
ー
ガ
マ
（
 阿
 合
 -
 資
料
 

そ
の
も
の
の
中
に
、
す
で
に
多
く
の
、
後
世
の
粉
飾
の
加
わ
っ
 た
 神
話
 や
 

伝
説
が
混
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
、
最
終
章
に
お
 い
て
、
 そ
 

ぅ
 し
た
粉
飾
に
覆
わ
れ
な
い
仏
陀
の
生
涯
を
 、
 

A
 

仏
伝
の
最
初
の
こ
こ
ろ
み
を
し
た
諸
経
 

B
 
 相
応
部
の
悪
魔
相
応
に
属
す
る
諸
経
 

C
 
 相
応
部
の
梵
天
相
応
に
属
す
る
諸
経
 

D
 
 そ
の
他
の
相
応
部
（
 雑
阿
ム
 ㊥
の
諸
経
 

E
 
 そ
の
他
の
 
ア
 ー
ガ
マ
に
属
す
る
諸
経
 

F
 
 第
三
資
料
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
 

と
い
う
資
料
分
類
に
よ
っ
て
整
理
し
、
そ
の
輪
廓
を
描
き
出
そ
 
フ
と
す
 

る
 。
こ
こ
で
そ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
パ
ー
リ
 相
 芯
部
（
 漢
 

訳
雑
 河
合
 -
 の
諸
経
で
あ
る
。
著
者
 は
 、
こ
の
相
応
部
 
-
 
雑
阿
 含
 ）
の
 諸
 

経
 こ
そ
、
も
っ
と
も
素
朴
な
釈
尊
の
姿
を
伝
え
る
原
初
的
資
料
 で
あ
る
と
 

考
え
、
仏
陀
の
真
相
に
近
づ
く
、
最
も
信
 運
 度
の
高
い
根
本
 資
 料
 で
あ
る
 

と
し
て
、
特
別
の
地
位
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
 A
 の
仏
伝
 

の
 最
初
の
こ
こ
ろ
み
を
い
と
な
ん
だ
三
つ
の
諸
経
の
各
章
の
多
 く
が
、
 こ
 

れ
ら
原
資
料
に
還
元
出
来
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
 又
 、
 そ
の
申
の
 

B
 悪
魔
相
応
と
、
 C
 梵
天
相
応
の
諸
経
が
、
仏
陀
の
生
涯
の
重
要
 時
点
に
お
 

け
る
、
釈
尊
の
内
生
を
う
か
が
い
、
そ
の
真
相
を
さ
ぐ
る
絶
好
 の
 資
料
と
 

し
て
、
全
く
新
し
い
資
料
 的
 価
値
を
附
与
せ
ら
れ
る
。
最
後
に
 、
仏
伝
の
 

最
初
の
こ
こ
ろ
み
で
あ
る
諸
経
 A
 に
つ
い
て
、
原
初
資
料
に
還
 元
 で
き
な
 

い
、
事
蹟
に
関
す
る
部
分
を
吟
味
し
、
そ
の
源
泉
た
る
、
第
三
 資
料
（
 仏
 

伝
 資
料
）
の
存
在
を
想
定
す
る
。
以
上
が
、
本
論
文
の
中
心
で
 あ
り
、
 著
 

者
が
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
主
張
す
る
部
分
で
あ
る
。
 以
 干
 、
章
を
 

お
っ
て
紹
介
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
。
 

第
一
章
、
第
二
章
。
「
ア
ー
ガ
マ
（
阿
舎
）
資
料
に
つ
い
て
」
  
 

｜
 ガ
マ
 
-
 
河
合
）
資
料
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
並
行
す
る
律
蔵
の
 資
料
に
つ
 

い
て
概
観
し
、
現
存
の
パ
ー
リ
五
部
、
漢
訳
四
阿
含
の
諸
経
の
 成
立
過
程
 

を
 論
ず
る
。
資
料
の
吟
味
と
、
先
学
の
業
績
と
か
ら
、
そ
の
 原
 型
を
第
一
 

結
集
に
も
と
め
、
後
世
部
派
時
代
の
改
変
を
受
け
た
に
せ
よ
、
 現
形
は
西
 

軽
荷
の
か
な
り
遠
い
年
代
 迄
 さ
か
の
ぼ
っ
て
存
在
し
た
と
推
定
 す
る
。
 そ
 

の
 成
立
順
序
は
、
パ
ー
リ
相
応
部
（
漢
訳
 雑
 河
合
）
の
諸
経
典
   

と
も
古
い
成
立
で
、
以
下
、
こ
れ
を
基
体
と
し
て
、
 増
 支
部
（
 
 
 

（
 
已
 ）
 、
 次
に
、
中
部
 
-
 
中
河
ム
色
、
長
部
（
長
岡
倉
）
と
順
次
 忠
 弁
が
 加
わ
（
 

っ
て
成
立
、
小
部
の
成
立
を
も
っ
と
も
後
代
と
み
る
。
従
っ
て
 、
 
 
 



相
応
部
・
漢
訳
 雑
阿
 含
の
諸
経
こ
そ
が
、
原
初
的
な
仏
教
の
す
 が
た
を
 た
 

 
 

ず
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
も
っ
と
も
宿
患
す
べ
き
基
本
的
資
料
と
 き
れ
る
。
 

次
に
こ
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
原
初
的
な
仏
教
を
再
現
し
、
 仏
陀
の
生
 

涯
を
描
き
だ
す
為
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
パ
ー
リ
相
応
部
経
典
 を
 主
に
 、
 

漢
訳
無
阿
含
経
を
副
と
し
て
対
照
し
つ
つ
、
各
界
各
部
の
内
容
 の
 
一
々
 に
 

つ
き
詳
細
な
資
料
吟
味
を
行
 う
 。
こ
の
章
は
、
本
書
全
体
の
基
 底
 と
な
る
 

重
要
部
分
で
あ
る
。
 

第
三
、
四
、
五
章
。
「
仏
伝
の
最
初
の
こ
こ
ろ
み
」
 

ア
 ｜
 ガ
マ
 

（
河
合
）
資
料
 中
 、
最
も
は
や
く
、
編
年
史
的
仏
伝
を
い
と
な
み
 、
後
代
 

仏
伝
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
三
つ
の
経
、
 

工
 
律
蔵
「
人
品
」
、
 

Ⅱ
中
部
 

「
里
犬
 経
 」
、
 m
 
 長
部
「
大
股
淫
薬
 経
 」
、
の
各
章
節
に
つ
き
、
 
逐
一
、
 

基
本
的
資
料
へ
の
還
元
を
行
 う
 。
即
ち
、
そ
れ
が
依
拠
し
た
、
 

原
資
料
も
 

し
く
は
同
本
と
推
定
さ
れ
る
文
献
と
の
 対
昭
 表
を
作
製
し
、
 
こ
 れ
ら
仏
伝
 

が
 、
ど
の
よ
う
な
基
本
的
資
料
を
も
と
に
し
て
編
集
き
れ
た
も
 の
か
を
 明
 

ら
か
に
す
る
。
こ
の
還
元
、
対
昭
の
結
果
は
、
や
が
て
第
九
章
 の
 
「
第
三
 

資
料
群
の
仮
説
」
を
導
き
出
す
、
重
要
な
役
割
を
果
す
こ
と
に
 な
る
。
 

第
六
章
。
「
悪
魔
相
応
の
諸
経
」
相
応
部
経
典
、
四
、
「
 悪魔
 相
 

応
 」
、
 雑
 阿
含
経
、
三
九
、
の
一
群
の
諸
経
に
 、
 特
に
注
目
す
 る
 。
こ
れ
 

ら
 経
典
の
内
容
は
、
悪
魔
が
釈
尊
を
邪
見
に
誘
い
、
精
進
を
妨
 げ
 よ
 う
と
 

こ
こ
ろ
み
る
と
い
う
、
 

讐
楡
的
 、
神
話
的
構
成
を
も
つ
と
こ
ろ
 か
ら
、
 従
 

吉
、
 
平
 

-
 
，
 
Ⅱ
 

来
、
客
観
的
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
価
値
を
認
め
ら
れ
ず
、
 む
 し
ろ
仏
伝
 

資
料
の
培
外
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
著
者
は
、
全
く
 新
し
い
 
角
 

度
か
ら
、
仏
陀
の
人
間
的
真
相
に
近
づ
く
た
め
の
手
が
か
り
と
 し
て
、
 重
 

書
 

大
な
価
値
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
釈
尊
、
お
よ
 び
 、
そ
の
弟
子
 

達
は
、
悪
魔
と
は
、
非
人
間
的
存
在
と
し
て
、
 外
 よ
り
妨
害
す
 る
 客
観
的
Ⅸ
 

他
者
で
な
く
、
わ
が
心
の
内
に
業
余
 ぅ
て
、
内
 よ
り
妨
害
す
る
 、
わ
が
 心
 

0
 所
産
で
あ
る
と
い
う
、
明
確
な
自
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
。
 そ
し
て
、
 

今
日
で
は
、
主
観
的
、
心
理
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
、
こ
の
時
 代
の
古
代
 

約
手
法
に
お
い
て
は
、
客
観
的
、
か
つ
具
象
的
に
表
現
す
る
と
 い
う
一
つ
 

の
 約
束
を
も
っ
て
い
た
点
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
悪
魔
 の
さ
さ
や
 

き
と
、
そ
の
誘
い
に
毅
然
と
し
て
対
す
る
物
語
は
、
人
間
釈
尊
 の
 主
観
的
 

心
理
的
な
内
心
の
微
妙
な
変
化
を
う
か
が
い
、
そ
の
真
相
に
近
 づ
く
た
め
 

の
 絶
好
の
資
料
と
な
る
。
第
二
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
後
世
の
 仏
陀
 仏
に
 

 
 

お
い
て
は
、
そ
の
悪
魔
は
す
べ
て
、
釈
尊
の
成
道
以
前
に
現
 れ
 れ
て
、
 そ
 

の
 成
道
を
妨
害
す
る
形
で
描
か
れ
、
正
覚
以
後
は
 、
 全
く
釈
尊
 に
調
伏
さ
 

れ
て
出
現
し
得
な
い
の
に
対
し
、
相
応
部
の
悪
魔
の
こ
こ
ろ
み
 の
す
べ
て
 

 
 

が
 、
成
道
以
後
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
正
覚
以
後
、
 

一
切
の
悪
 

魔
 の
こ
こ
ろ
み
か
ら
超
絶
し
た
、
神
話
的
釈
尊
よ
り
、
成
道
の
 過
程
に
あ
 

っ
て
 、
 更
に
、
正
覚
成
就
の
後
に
あ
っ
て
も
、
な
お
し
ば
し
ば
 、
苦
行
を
 

す
て
た
不
安
，
新
し
き
思
想
、
伝
道
へ
の
危
惧
に
 、
 或
は
 、
實
 欲
 、
権
勢
 

欲
 、
財
欲
の
誘
惑
に
 、
心
 ま
ど
い
な
が
ら
、
内
な
る
己
が
弱
質
に
 

フ
ち
克
 

ち
 、
次
第
に
ゆ
る
が
ぎ
る
心
境
に
到
達
す
る
人
間
釈
尊
の
方
に
 、
よ
り
 歴
 

史
的
真
実
が
あ
り
、
人
間
性
に
立
脚
し
た
仏
教
の
宗
教
的
本
質
 が
あ
る
と
 

主
張
す
る
。
か
く
て
、
仏
陀
の
四
大
事
蹟
の
成
道
か
ら
 
初
 説
法
に
 
い
た
る
、
 

人
間
釈
尊
の
内
心
の
う
ど
き
、
心
理
過
程
を
、
も
っ
と
も
素
朴
 に
圭
胆
 
っ
て
 

く
れ
る
資
料
は
、
こ
の
悪
魔
相
応
の
諸
経
以
外
に
は
な
く
、
 重
 大
な
資
料
 

価
値
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
仏
教
の
本
質
を
 

人
間
の
 ゐ
 
・
 
示
 

 
 

裁
 と
し
て
把
握
し
人
間
釈
尊
の
内
生
に
直
参
し
ょ
 フ
 と
す
る
、
 
著
者
の
主
 



体
 的
関
心
と
態
度
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
到
達
し
得
た
と
云
え
よ
 ノ
 
@
 O
 

第
 セ
草
。
「
梵
天
相
応
の
諸
経
」
仏
陀
の
生
涯
の
重
大
事
 
蹟
 の
 一
 

つ
で
あ
る
伝
道
に
つ
い
て
、
「
 
観
せ
自
 、
「
恭
敬
」
の
 二
 経
を
中
心
 に
 考
察
、
 

は
じ
め
、
否
定
的
に
傾
い
た
仏
陀
の
心
境
が
、
や
が
て
反
転
し
 て
 、
伝
道
 

説
法
を
決
意
す
る
に
い
た
る
、
心
理
過
程
と
理
由
と
を
さ
く
る
  
 

第
八
章
。
「
最
初
の
説
法
の
成
立
に
つ
い
て
」
相
応
部
の
 
一
 
諦
 相
応
 

「
如
来
所
説
」
を
と
り
あ
げ
、
重
大
事
蹟
で
あ
る
、
鹿
野
苑
の
初
伝
 

法
輪
の
 全
 

容
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
こ
こ
ろ
み
る
。
特
に
、
樹
下
正
覚
の
 縁
起
の
法
 

と
 、
 初
 説
法
の
四
諦
の
法
と
の
相
互
関
係
、
正
覚
よ
り
説
法
に
い
 た
る
思
想
 

め
 発
展
の
経
緯
を
追
求
し
、
仏
陀
の
教
説
の
根
本
思
想
が
解
明
 さ
れ
る
。
 

第
九
章
。
「
第
三
資
料
群
の
仮
説
」
さ
て
、
初
転
法
輪
以
 
後
、
入
 

滅
前
 迄
の
半
世
紀
に
近
い
釈
尊
の
動
静
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
 ガ
 マ
 （
河
合
）
 

資
料
に
、
編
年
史
的
に
た
ど
り
得
る
資
料
は
見
出
せ
な
い
。
 樹
 不
 正
覚
、
 

初
転
法
輪
の
二
大
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
律
蔵
人
品
 が
 、
晩
年
と
 

入
滅
淫
薬
 

の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
長
部
大
般
 浬
穏
経
が
 、
そ
れ
ぞ
れ
、
 
後
 世
 仏
伝
の
 

モ
デ
ル
と
し
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
 こ
の
「
 大
 

品
 」
、
「
大
 股
浬
般
経
 」
の
仏
伝
の
各
章
節
を
、
基
本
的
資
料
に
 還
元
し
た
 

 
 

と
こ
ろ
が
、
一
、
教
法
に
関
係
し
た
部
分
が
、
ほ
と
ん
ど
還
元
 さ
れ
る
、
 

の
に
対
し
て
、
 
ニ
 、
教
法
に
関
係
な
い
単
な
る
事
蹟
に
つ
い
て
 は
 、
還
元
 

不
可
能
な
も
の
が
多
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
仏
伝
は
、
全
体
の
印
 

象
か
ら
、
 

創
作
的
傾
向
は
微
塵
も
な
く
む
し
ろ
原
資
料
を
忠
実
に
生
か
 
す
 編
集
韻
 

度
 が
強
い
。
従
っ
て
、
還
元
で
き
な
い
事
蹟
の
部
分
が
創
作
に
 よ
る
も
の
 

と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
こ
の
部
分
が
依
拠
し
た
確
た
る
 資
料
が
存
 

在
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
理
解
し
易
い
。
こ
こ
に
、
著
者
は
 、
法
、
 律
 

以
上
で
、
要
約
を
終
る
。
本
書
の
批
評
は
、
未
熟
な
筆
者
の
分
 を
 越
え
 

て
お
り
、
卓
見
を
見
落
し
、
本
書
の
業
績
を
十
分
に
顕
彰
 し
得
 な
か
っ
た
 

点
を
遺
憾
に
思
 う
 次
第
で
あ
る
が
、
以
下
、
筆
者
の
感
じ
た
、
 若
干
の
 問
 

題
点
を
掲
げ
て
み
た
い
。
 

一
 、
第
一
章
で
、
著
者
は
、
ア
ー
ガ
マ
資
料
の
成
立
時
期
、
編
 集
 順
序
 

（
 
し
 
3
 ）
 

を
 、
先
学
の
業
績
の
成
果
と
し
て
採
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、
 こ
 0
 間
 題
は
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の
ビ
 と
く
、
結
集
に
よ
る
公
式
の
集
録
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
が
 、
仏
陀
の
 

事
蹟
に
関
す
る
一
群
の
資
料
が
、
弟
子
達
の
記
憶
も
し
く
は
 思
 い
 出
の
中
 

に
 整
理
き
れ
 、
 
或
る
も
の
は
渇
の
形
を
と
っ
て
伝
持
さ
れ
て
い
た
 と
 想
定
、
 

教
法
に
関
す
る
 法
 資
料
（
第
一
資
料
）
、
戒
律
に
関
す
る
 律
 資
料
（
 第
 

二
 資
料
に
対
し
て
、
か
か
る
事
蹟
に
関
す
る
 
伝
 資
料
（
第
三
 資
料
）
が
 

存
在
し
た
と
い
う
仮
説
を
提
唱
さ
れ
る
。
 

第
十
 章
 。
「
相
応
部
経
典
の
仏
伝
資
料
と
し
て
の
価
値
に
つ
 
い
て
」
 

相
応
部
経
典
全
体
か
ら
見
る
と
、
仏
伝
の
資
料
は
僅
少
で
 あ
り
、
 且
 

つ
 、
側
面
的
な
資
料
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
公
式
に
集
 録
 き
れ
た
 

基
本
資
料
で
あ
る
だ
け
に
、
後
世
の
仏
伝
資
料
に
対
し
て
、
 権
 威
 あ
る
 保
 

証
を
与
え
、
歪
曲
さ
れ
た
仏
伝
に
対
し
て
は
、
そ
の
原
型
を
示
 唆
す
る
 役
 

割
を
果
た
す
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
経
が
仏
伝
資
料
と
し
て
、
 非
常
に
高
 

く
 評
価
さ
れ
る
。
 

第
一
一
仝
 
早
 。
「
ア
ー
ガ
マ
（
阿
舎
）
資
料
に
よ
る
仏
陀
の
生
涯
の
 輪
廓
」
 

さ
き
に
あ
げ
た
、
 A
l
E
 
の
諸
項
目
に
分
け
て
、
そ
の
 資
 料
を
列
記
 

し
 解
説
す
る
。
 



  

  

入
れ
れ
ば
、
現
形
を
と
っ
て
 、
 直
ち
に
相
互
の
新
旧
を
論
じ
、
 

現
存
の
。
 ハ
 

｜
リ
 相
応
部
、
漢
訳
 雑
 阿
舎
を
と
っ
て
、
も
っ
と
も
原
初
的
な
 第
一
次
 資
 

料
 と
す
る
こ
と
に
、
相
当
の
異
論
も
あ
る
か
と
考
え
る
。
周
到
 慎
重
な
る
 

著
者
が
、
あ
え
て
、
こ
の
点
に
触
れ
ぬ
理
由
が
あ
る
よ
う
に
も
 思
え
る
が
 

を
 説
に
対
す
る
批
判
が
な
き
れ
た
ら
と
考
え
る
。
 

二
 、
第
三
章
、
パ
ー
リ
律
蔵
大
蒜
受
戒
 腱
度
 に
は
、
漢
訳
四
果
 木
 が
現
 

存
す
る
。
そ
の
前
半
の
仏
伝
の
部
分
に
つ
き
、
四
分
律
、
五
分
 律
 の
一
一
つ
 

が
 パ
ー
リ
 本
 と
一
致
し
、
 
十
 請
待
 は
 1
@
 本
文
に
も
指
摘
す
る
 通
り
 

全
く
こ
の
部
分
を
欠
き
、
更
に
、
僧
 祇
 律
は
数
行
に
要
約
す
る
 
の
み
で
 

あ
る
。
こ
の
う
ち
ど
れ
が
最
も
古
い
形
か
、
も
し
、
諸
本
の
 一
 致
 共
通
点
 

 
 

別
の
動
機
 

に
よ
っ
て
附
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
然
り
と
せ
ば
、
そ
の
 時
期
、
 
お
 

よ
び
、
そ
れ
が
依
拠
し
た
資
料
に
つ
い
て
検
討
の
要
が
あ
ろ
う
 。
人
品
 の
 

最
初
の
部
分
と
、
小
部
「
自
説
経
」
と
の
関
係
 1
@
 本
文
一
二
 
三
頁
 

も
 問
題
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
 

三
 、
第
九
章
の
第
三
資
料
の
仮
説
に
つ
い
て
、
推
察
の
方
法
は
 異
 る
に
 

平
せ
よ
、
従
来
も
、
公
式
に
載
録
き
れ
た
 

法
 
・
 律 資
料
の
外
 に
 、
会
話
に
も
 

 
 

れ
た
 法
 
・
 律や
 、
因
縁
や
仏
伝
の
史
料
が
、
古
代
仏
教
徒
の
中
 に
そ
の
ま
 

ま
 伝
持
さ
れ
、
後
世
、
幾
分
の
附
加
、
変
形
は
あ
っ
た
に
せ
よ
 、
史
実
を
 

含
ん
だ
説
話
と
し
て
教
団
に
伝
承
さ
れ
た
と
し
、
或
は
「
大
股
 ぽ
一
 
盤
 @
 
の
栓
 
」
 

書
 
諸
異
本
の
校
合
か
ら
、
そ
う
し
た
説
話
が
、
 

頚
 歌
の
形
に
 
ま
と
め
ら
れ
、
 

既
決
の
問
題
で
は
な
く
、
今
日
、
学
界
の
一
部
に
、
か
な
り
の
 異
論
が
あ
（
 

4
 ）
 

う
 
5
 ）
 

る
 や
に
見
受
け
ら
れ
る
。
異
時
編
集
 説
 に
対
す
る
同
時
編
集
 説
 、
九
分
 経
 

ハ
 
6
 ）
 

十
二
部
経
 初
 成
立
 説
 、
等
が
あ
り
、
又
、
後
代
の
補
筆
、
変
形
 を
 考
慮
に
 

（
 8
 ）
 

教
団
の
人
々
に
、
日
夜
歌
唱
せ
ら
れ
た
、
と
す
る
積
極
的
主
張
 も
あ
る
。
Ⅸ
 

も
っ
と
も
、
本
書
の
仮
説
を
導
き
出
し
た
、
方
法
論
の
独
自
性
 は
 全
く
別
 

に
 評
価
す
る
と
し
て
、
 

C
 ぅ
 し
た
仏
伝
説
話
論
へ
の
 御
 批
評
を
 

つ
け
た
ま
 

到
 

 
 

 
 

以
上
、
と
る
に
足
ら
な
い
意
見
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
く
し
 ど
も
 初
 

学
者
の
た
め
に
、
何
れ
か
の
機
会
に
、
 

御
 教
示
く
だ
き
れ
ば
、
 

ま
こ
と
に
 

幸
い
で
あ
る
 "
 そ
れ
は
と
に
か
く
、
著
者
の
斬
新
独
創
的
な
方
 法
 、
宏
大
 

な
 資
料
の
適
確
な
引
用
、
資
料
分
析
の
鋭
 い
 洞
察
、
原
始
仏
教
 の
み
な
ら
 

ず
 、
宗
教
一
般
へ
の
深
い
理
解
、
ど
の
一
つ
を
と
っ
て
も
、
 著
 者
の
永
い
 

修
練
 と
研
 鉗
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
表
面
は
あ
 
く
迄
 、
 綿
 

密
 、
正
確
な
客
観
性
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
論
文
全
体
の
底
に
 

、
 著
者
の
 、
 

 
 

人
間
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
の
立
場
か
ら
の
、
人
間
省
察
の
鋭
 い
眼
と
、
 

 
 

人
間
釈
尊
に
親
近
す
る
温
い
心
が
 、
 こ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
感
 ず
る
。
 悪
 

魔
 相
応
の
諸
経
の
解
釈
に
つ
い
て
の
、
主
体
的
関
心
に
つ
い
て
 は
す
で
に
 

ふ
れ
た
が
、
書
中
、
諸
処
に
こ
こ
ろ
み
ら
れ
る
、
諸
経
の
現
代
 語
 の
 試
訳
 

は
 、
多
年
に
わ
た
る
、
こ
の
関
心
の
結
晶
で
あ
り
、
流
麗
な
行
 間
 に
に
じ
 

み
 出
て
 、
 深
く
読
者
の
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。
 

現
今
、
こ
の
領
域
の
研
究
が
、
客
観
的
 紙
密
 き
を
誇
る
も
 、
や
 や
も
す
 

る
と
、
 煩
隙
に
 
陥
り
、
主
体
的
信
念
を
欠
い
て
、
空
虚
な
議
論
 に
流
れ
る
 

傾
向
が
多
い
折
か
ら
、
本
書
刊
行
の
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き
い
 。
今
後
、
 

本
書
に
つ
づ
く
、
仏
陀
の
思
想
、
仏
陀
の
時
代
、
の
二
編
が
一
 日
も
早
く
 

公
刊
き
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。
 

（
一
九
六
二
年
一
 0
 月
刊
 
A
5
 
四
五
五
頁
 
一
 、
 
0
0
0
 
円
 在
家
 仏
教
協
会
 



      

註
 （
 
1
 ）
姉
崎
正
治
「
根
本
仏
教
」
 
序
 1
1
1
1
 

ロ
 

（
 
2
 ）
姉
崎
正
治
㍉
現
身
 
仏
 と
法
身
仏
ヒ
二
頁
 

（
 
3
 ）
赤
沼
 智
 善
コ
南
伝
大
蔵
経
 ヒ
 第
十
二
巻
、
相
応
部
経
典
 
一
 紛
乱
 

に
 同
じ
見
解
が
見
え
る
。
 

-
4
 
）
渡
辺
 楳
 雄
月
上
代
印
度
仏
教
思
想
史
 ヒ
 八
七
頁
 

増
永
 婁
鳳
 コ
根
本
仏
教
の
研
究
し
一
一
八
頁
以
下
 

-
5
 
）
赤
池
甘
苦
「
仏
教
経
典
史
論
」
七
六
頁
 

-
6
 
）
姉
崎
正
治
 門
 仏
教
聖
典
史
論
ヒ
日
 弁
 美
一
七
頁
 

宇
井
伯
寿
口
印
度
哲
学
研
究
第
一
三
一
六
五
頁
 

推
尾
 Ⅱ
 匡
コ
 国
訳
一
切
経
河
合
邦
一
し
三
一
頁
 

ハ
 ・
 
し
 
和
辻
哲
郎
「
原
始
 仏
 舌
の
実
践
哲
学
 口
 五
三
頁
 

（
 
8
 ）
同
一
 
0
 五
頁
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本
書
は
、
一
昨
年
米
寿
を
迎
え
ら
れ
た
加
藤
博
士
の
学
績
を
記
 余
 し
て
 

刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
書
名
と
な
っ
て
い
る
 本
 論
 
「
神
道
 

信
仰
 要
 来
序
論
」
と
 補
篇
の
 
「
宗
教
哲
学
要
義
」
お
よ
び
「
 
宗
 教
 シ
ン
ボ
 

ル
論
」
か
ら
成
り
、
ほ
か
に
博
士
の
随
筆
・
漢
詩
が
余
録
，
 篇
 外
 と
し
て
 

収
め
ら
れ
て
い
る
。
 

加
藤
博
士
の
立
場
は
、
す
で
に
「
宗
教
学
」
二
九
一
二
年
）
 

Ⅰ
 
ト
 日
神
 

道
の
宗
教
発
達
史
的
研
究
」
 
-
 一
九
三
五
年
）
で
知
ら
れ
る
と
 お
り
、
 専
 

小
口
 
偉
 

 
 

加
藤
交
替
 著
 「
神
道
信
仰
 要
系
 序
論
」
 

門
の
領
域
を
仲
 通
 に
お
き
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
宗
教
学
的
に
解
 明
し
 、
宗
 

教
 現
象
を
発
達
史
的
に
と
ら
え
る
点
に
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
 も
 、
ま
ず
 

宗
教
の
分
類
が
行
わ
れ
、
宗
教
の
価
値
は
そ
の
弘
布
の
範
囲
で
 律
 す
べ
き
 

も
の
で
は
な
く
、
自
然
教
 か
 文
明
教
か
と
い
う
点
で
判
断
さ
れ
 ね
ば
な
ら
 

ぬ
 、
と
い
っ
前
提
の
も
と
に
、
例
え
 ぱ
 神
道
の
研
究
に
お
い
て
 も
 、
自
然
 

期
 教
の
神
道
と
文
明
教
期
の
神
道
と
を
混
同
す
る
よ
う
な
誤
謬
 を
 侵
し
て
 

は
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
 は
 、
従
来
、
学
者
が
  
 

用
い
た
祖
先
崇
拝
と
い
う
術
語
へ
の
反
省
が
求
め
ら
れ
て
い
る
 。
博
士
に
 

よ
れ
ば
、
一
般
に
宗
教
は
「
八
郎
枠
数
」
と
「
八
不
即
枠
数
」
 と
に
大
別
 

き
れ
、
今
日
の
坤
道
、
す
な
む
ち
文
明
教
期
の
神
道
は
、
八
郎
 神
 教
の
 一
 

つ
で
あ
る
「
 偉
 皇
神
 教
 」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
（
 偉
 皇
神
裁
 は
 男
性
 の
 

岩
合
に
は
 聖
雄
神
 教
、
女
性
の
場
合
に
は
 聖
濱
神
 教
と
呼
ば
れ
 る
 @
 。
 偉
 

聖
 神
裁
 は
 、
性
別
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
 楠
 玉
成
や
 巧
 

木
希
典
 の
よ
う
な
歴
史
上
の
人
物
の
場
合
は
「
 厳
型
偉
聖
 枠
数
 」
、
大
恥
 

大
神
の
よ
う
な
 半
 歴
史
的
 半
 神
話
的
存
在
の
場
合
は
「
買
埋
 偉
 血
 
甘
土
 

ぬ
 @
 
ぬ
一
」
 

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
ま
た
自
然
教
期
の
天
然
崇
拝
（
自
然
 崇
拝
 -
 は
 

文
明
教
 期
 に
な
る
と
、
「
内
在
的
一
元
的
自
然
神
教
」
と
な
る
 っ
 つ
ま
り
 

「
 汎
 一
神
教
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
い
 う
 八
郎
 神
 教
と
は
、
「
人
間
を
介
し
人
 間
 を
通
 

,
 し
て
神
の
光
り
を
拝
す
る
流
儀
の
宗
教
」
で
、
か
つ
て
博
士
 が
 「
神
人
同
 

格
教
 」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
人
不
即
 神
 教
と
は
、
「
神
人
 懸
隔
 教
 」
 

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
は
、
絶
対
に
相
容
れ
な
い
も
の
 で
は
な
く
 
笏
 

「
一
体
両
面
 
観
 」
と
い
う
立
場
に
よ
る
な
ら
ば
、
調
和
的
に
理
解
 さ
れ
る
（
 

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
調
和
的
解
釈
に
有
意
義
な
 も
の
と
し
 

援
 



て
 、
宗
教
的
象
徴
の
問
題
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

「
 
ら
 
示
教
哲
学
要
義
」
で
は
、
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
中
心
と
 す
る
 

宗
教
哲
学
を
批
判
し
、
「
宗
教
を
哲
学
的
に
研
究
し
ょ
う
と
す
 れ
ば
、
 不
 

倫
 不
党
、
東
西
岡
 洋
に
亘
り
 南
北
に
通
じ
て
広
く
諸
宗
教
の
研
 究
か
ら
 由
 

来
し
 乗
 っ
た
結
果
を
融
合
総
 束
 し
て
、
最
後
に
神
観
念
に
達
す
 る
 」
と
い
 

ぅ
 方
法
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
方
法
論
は
、
む
し
ろ
学
問
 論
の
 形
態
で
 卦
冊
 

ぜ
ら
れ
、
科
学
と
哲
学
と
の
対
比
か
ら
、
科
学
に
よ
っ
て
残
さ
 れ
た
領
域
 

に
 哲
学
の
存
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
哲
学
の
本
領
は
「
経
験
科
学
 を
 基
礎
 資
 

料
 と
し
て
経
験
以
上
の
範
囲
を
想
定
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
 、
哲
学
の
 

定
義
が
第
一
次
か
ら
第
四
次
に
直
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 こ
 こ
で
特
に
 

興
味
を
ひ
く
の
は
、
そ
の
第
三
次
定
義
で
、
「
哲
学
は
当
該
 哲
 学
者
の
究
 

寛
証
信
 で
あ
り
、
不
動
の
確
信
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
 又
当
 該
 哲
学
者
 

の
 宗
教
信
念
と
見
る
事
を
得
べ
く
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
宗
教
 信
 仰
 即
ち
 み
不
 

教
 で
あ
る
」
と
し
、
き
ら
に
第
四
次
定
義
に
関
連
し
て
、
哲
学
 は
 ヒ
日
 
趣
の
 

学
 で
あ
り
、
宗
教
は
旨
趣
の
信
念
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
 こ
と
で
あ
 

る
 0
 

右
の
哲
学
者
の
究
 寛
証
信
 た
る
宗
教
は
、
博
士
に
よ
れ
ば
、
 そ
 の
 哲
学
 

者
が
個
人
的
に
信
じ
て
い
る
宗
教
で
あ
る
か
ら
「
 独
 信
教
」
と
 呼
ば
れ
、
 

仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
等
は
 、
衆
と
 共
に
信
ず
る
 山
下
散
で
あ
 

る
か
ら
「
 衆
 信
教
」
と
 称
 き
れ
る
。
そ
し
て
宗
教
は
次
の
よ
う
 に
 定
義
 き
 

れ
て
い
る
。
 

Ⅰ
宗
教
と
は
何
ぞ
（
 最
 底
意
の
定
義
）
 

A
 主
観
的
定
義
宗
教
と
は
人
が
多
少
と
も
そ
の
力
の
届
か
ぬ
 
所
に
厳
 

存
す
る
所
の
も
の
に
対
す
る
先
覚
的
証
 信
 で
あ
る
。
 

B
 客
観
的
定
義
宗
教
と
は
何
等
か
の
点
に
於
て
所
詮
人
間
を
 
超
越
す
㎝
 

る
 所
の
物
的
又
は
心
的
の
一
つ
の
 力
 
（
或
は
多
く
の
 力
 ）
に
 対
 す
 

）
 

 
 
 
 
 
 

る
 人
間
の
特
殊
関
係
を
言
 う
 。
 

Ⅱ
宗
教
と
は
何
ぞ
（
 衆
 信
教
の
定
義
）
 

A
 主
観
的
定
義
宗
教
と
は
神
的
な
る
も
の
即
ち
神
と
称
せ
も
 
る
る
 所
 

の
も
の
に
対
す
る
人
間
の
究
 寛
 証
悟
で
あ
る
。
 

B
 客
観
的
定
義
宗
教
と
は
神
的
な
る
も
の
即
ち
神
と
称
せ
ら
 
れ
る
 所
 

の
も
の
と
人
と
の
特
殊
関
係
で
あ
る
。
 

m
 宗
教
と
は
何
ぞ
 

A
 自
依
 教
の
定
義
臣
 依
教
 と
は
神
的
な
る
も
の
と
人
と
の
 円
 融
 一
如
 

（
融
合
帰
一
）
の
如
実
体
験
の
心
証
で
あ
る
。
 

B
 他
依
 教
の
定
義
也
 依
教
 と
は
神
的
な
る
も
の
と
人
と
の
 接
 触
 国
交
 

共
在
臭
存
の
実
意
識
で
あ
る
。
 

こ
の
定
義
に
お
け
る
「
 神
 的
な
る
も
の
」
は
 、
 「
シ
ン
ボ
ル
 な
 し
に
は
 

白
木
教
は
成
立
し
な
い
」
と
説
く
、
博
士
の
「
宗
教
シ
ン
ボ
ル
論
 

」
の
中
心
 

に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
種
々
の
シ
ン
ボ
ル
が
 、
自
 %
 教
期
と
 

文
明
教
 期
 と
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
位
置
づ
け
ら
れ
が
、
こ
こ
 で
は
、
 神
 

の
 属
性
を
も
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
広
義
の
解
釈
が
と
ら
れ
て
い
る
 。
象
徴
論
 

が
か
な
り
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
 ム
 「
 
日
 、
と
く
に
解
釈
 学
的
資
料
 

と
し
て
、
本
書
が
こ
の
方
面
の
研
究
者
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
 少
な
く
な
 

い
と
い
え
よ
 
う
 。
な
お
、
博
士
の
小
ホ
教
の
分
類
と
心
不
散
発
達
 
史
 観
に
つ
い
 

て
は
、
宗
教
現
象
の
学
問
的
把
握
に
お
け
る
過
程
論
に
関
係
が
 あ
る
の
で
 

別
の
機
会
に
触
れ
て
み
た
い
。
 

（
昭
和
三
 セ
 羊
一
月
・
 

A
5
 

四
二
四
頁
・
頒
価
 一
 、
 0
0
0
 円
 
・
 錦正
 社
 ）
 



会
報
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
三
八
年
四
月
九
日
（
火
）
 

一
セ
 ・
 00
 時
｜
 一
九
・
 

0
0
 

時
 

一
 、
文
科
系
学
会
連
 ム
ロ
 
の
新
評
議
員
と
し
て
、
本
学
会
よ
り
 古
 野
情
 

人
 、
小
ロ
佳
一
の
両
氏
を
推
薦
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
本
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費
（
哲
学
部
門
宗
教
学
）
の
 配
分
 番
 

査
は
 つ
い
て
非
公
式
に
討
議
し
た
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
三
八
年
六
月
二
五
日
（
火
）
 

一
八
・
 

0
0
 

時
｜
二
 0
.
 三
 0
 時
 

一
 、
姉
崎
記
念
賞
審
査
委
員
の
件
 

本
年
度
の
姉
崎
記
念
賞
審
査
委
員
と
し
て
、
左
記
の
七
 氏
 を
指
 名
 

す
る
こ
と
が
決
定
き
れ
た
。
 

福
井
康
 順
 、
原
田
敏
明
、
諸
声
 素
純
 、
西
義
雄
、
竹
中
信
 常
 、
 

ぬ
崎
 亨
 、
山
田
 竜
城
 
（
 
A
B
c
 順
 、
敬
称
略
）
 

一
 、
本
年
度
学
術
大
会
の
件
 

本
部
事
務
局
か
ら
準
備
の
進
行
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
 諒
 承
 

さ
れ
た
。
ま
た
、
今
後
の
学
術
大
会
で
の
発
表
資
格
も
、
役
員
 選
挙
 

の
 資
格
と
お
な
じ
く
、
前
年
度
ま
で
の
会
費
を
完
納
し
た
者
に
 か
ぎ
 

る
こ
と
を
申
し
合
せ
た
。
 

一
 、
文
科
系
学
会
連
合
昭
和
三
九
年
度
研
究
論
文
集
に
収
載
す
 る
た
め
 

の
 梗
概
論
文
と
し
て
、
本
学
会
よ
り
左
記
の
も
の
を
推
薦
す
る
 こ
と
   

を
 決
定
し
た
。
 

中
沢
 沿
 梅
若
「
第
二
イ
ザ
ヤ
研
究
し
 

昭
和
三
七
年
一
二
月
山
本
書
店
刊
 

0
 選
挙
管
理
委
具
合
 

日
時
昭
和
三
八
年
六
月
二
五
日
（
火
）
 

右
の
理
事
会
に
つ
づ
き
、
本
年
度
の
評
議
員
選
考
委
員
選
拳
 の
 た
め
 

の
 選
挙
管
理
委
員
会
（
常
務
理
事
会
）
が
開
か
れ
た
。
そ
の
 席
 上
 、
左
 

記
の
選
挙
日
程
（
予
定
）
が
承
認
さ
れ
た
。
 

昭
和
三
八
年
度
評
註
 員
 選
考
委
員
選
挙
日
程
 

八
月
二
一
日
（
水
）
有
権
者
資
格
締
切
 
宅
一
セ
 
年
度
ま
で
の
会
 貫
納
 

入
 ）
 

八
月
二
二
日
（
木
）
有
権
者
決
定
の
選
挙
管
理
委
員
会
 

八
月
三
一
日
（
土
）
投
票
用
紙
（
説
明
文
、
有
権
者
名
簿
と
も
 ）
 発
 

送
 

九
月
一
五
日
（
日
）
投
票
受
付
締
切
 

九
月
一
六
日
（
月
）
選
挙
管
理
委
員
会
で
開
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Religious Existence 

Kenji FUJITA 

The term "Existence" used by the contemporary Existential Philtmphy is known to 

he originated from the theological usage, which makes it a correlative concept to 

"Essence". The latter always involves the former in the case of God, while such is 

not the case with ordinary things. But Kant maintains that Existence cannot be deri 

vet1 from Essence alone even in the case of God and denies the validity of the demo 

nstration of the Existence of God in Anselm's sense. Schelling on the contraryconsid 

ered E%.ience obtained by reason, while Existence by the experience of will, so that G 

od's Existence is based upon will, which tranxencls reason, free and unfathom-able, y 

et quite real and individual. Such a concept of God's Existence is also mutatis mut- 

andis applicable to human existence and here arises that special meaning of Existence in 

Kierkegaard, i. e. the pure unreplaceable individual inner Self in the presence of Go 

d, to which contemporary philosophy owes its concept of Existence. 

In spite of its origin, the concept of Existence in contempoary Existential Philoso - 

phy is not altogether religious. In the case of Existential Philosophy without God 

Existence is revealed through the experience of love and death, as we find it in Sortre 

and Heidegger. And this is not without reason, for love and death are nothing but 

such a deep and fundamental phenomena of human esistence, through which our original 

.Self manifests itself. Rut such a trial of revealing Existence is considered only half -way 

to the goal, to which we can attain only through religious experience, because the 

question concerning love and death finds its ultimatc solution in religion, where Exis 

tence reveals itself in its whole a v b .  

Such a concept of Existence is also applicable to oriental religions. Here the author 

makes clear that the concept includes not only the religious individual in the faith of 

Jodo-slzu, but also of Zen- Buddhism; moreover it can be extended to the One in the 

philosophy of Laotse and Tsuangtse, whose standpoint is very near to what Heidegger 

intends to attain in his latest philosophy. 

Finally, Existence must be clarified through its relation to the historical world, to 

which Existence gives so to speak its very meaning by two ways : 1) by changing our 

inner attitude to this world, getting the new view that everything is allowed as it is, 

or  : 2) by confronting with and reforming this world's way of life, going hand in 

hand with the ethical standpoint. By the former ic meant rather contexnplative attitu-. 

de of the religious. standpoint proper, by the latter the active one, witho~ft which 



religion loses its actuality and effectiveness. 



The Religious Thought of Vladimir Soloviyov 

Sadao TAGUCHI 

Vladimir Soloviyov (1853 -1900) was the greatest Russian religious thinker of the , 

19th century. The final aim of his endeavour was to realize the all--embracing unity 

of the universe and the God-manhood. For this purpose, he insisted on the necessity 

of communion of God and man and of the faith in Christ the God-.man as the con- 

crete means for the realization of this ideal. He called the all-uniting function in Go 

d and the Christ, the God Incarnate, logos (Divinity) and what is thus united 

sophia (Humanity). 'l'his idea of an intimate communion of God and man, as exhi- 

bited in Soloviyov, is one of the outstanding features of the Russian religious thought. 

In his old age, however, he was disappointed to know that his ideal was difficult to 

be realized. According to Berdyaev, who inherited the idea of God-manhood from 

Soloviyov, the failure of this idea wm its rather passive character and its lack of a 

due appreciation of human liberty. 

The religious thought of Soloviyov shows some characteristic Lrait.5 of the pemonality 

of its author. From childhood, he wa5 deeply pious and anti-secular and had several 

mystical experiences which Left their marks on his it1t.a of sophia. This he descrihecl 

symbolically aq the "eternal womanhood'' in his pcxm~s. 

Hi ideas were the source of inspirations for the religious awakening in Russia which 

took place around the turn of the century as a reaction against the materialistic tend- 

ency of the preceding age. 



The Spread of the Custom of Pilgrimage to 
the Ise Shrine in Tokugawa Period 

Tsunezo ARAKI 

Since the beginning of the modern age in Japanese history, especially during the 

Tokugawa Period, the cult of the Ise Shrine has become increasingly popularized 

owing to the activities of the oshi (@~ITI). Along with this, there came into existence , 

a very interesting custom of nukemairi (%f 4 escape-pilgrima&) and of okage- 



( @ @ ~ P T  thanking-pilgrimage ) .  The former means that a person starts for pa- 

ilgrimage to the Ise  Shrine without giving any notice to his relatives or the local au- 

thorities, whereas the latter refers to the same kind of pilgrimage on a larger scale. 

During those days of feudal government when the political control over every mem- 

ber of the society was strictly carried out, this was an antinomian behavior violating 

the social order. However, from the documental evidences (e. g. the repeated pro- 

hibitions issued by feudal lords), we can conclude that the custom has become increas- 

ingly widespread. Cases of nukemairi, for instance, can be found all over the coun- 

try, but most frequently in the areas of central Japan near Kyoto. And okage- 

moode, a kind of socio-religious epidemy in which hundreds of thousand of people 

participated within a span of a few years or even months, took place rather regularly 

every 50, 60 or 70 years. 

On examining the evidences, however, it becomes clear that the majority of the 

participants consisted of housewives, children or servants and the like-persons who 

were usually placed under the control of their superiors or belonged to the socially 

under-priviledged class. This was all the more so with okage-moode than with 

nukemairi. From this, we can see that these sudden outbursts of religious fervour 

served as a kind of social ventilator for the frustrations accumulated in those days of 

strict regimentation. And the general attitude of the society, too, was instrumental 

in bringing about these pilgrimages. For the feudal authorities, though officially 

condemning them, actually overlooked or even encouraged such customs, and the 

population along the road to Ise supported the pilgrims by providing them with alms 

and financial resources. 



Begegnung and Ruhe 

Syoei TANABE 

Die geistige Situation der Gegenwart steht in einer"Angstn. Sie kan nsich wesentlich a- 

Is die Selbstentfremdung des gegenwlirtigen Memhen begreifen. D i e  Entfremdung 

verdankt seine Ursache einerseits dem sozialen geschichtlichen Widerspruch des Kapita- 

Ijimus, anderseits dem siindigen Wesen des menschlichen Daseins. K. Marx erforschte 

die soziale Befreiung des sich gegenwartig entfremdeten Mens'chen und S. Kierkegaard 

forderte existentiell die religiose Erlbung von den Verfallenheiten des menschlichen 

Daseins. Aber ich will hier nur dem Problem einer Zukunft des Exsitentialiimus 

nachgehen. 



Der von Kierkegaard gepriigte Begriff der Existenz bezeichnet den gemeinsamen 

Ausgangspunkt der sich danach benennenden Existenzphiloaophie. Die Existenzphiloso- 

phie besteht iiberhaupt im Riickgang auf S. Kierkegaard. 

Der innere fiihrende Gedanke bei Kierkegaard ist das Selbstsein des Einzelnen vor 

Gott. Der Einzelne ist eine Existenz, die nur in Bezug auf Transzendenz oder gar 

nicht kt. 

M. Buber kritisiert scharf, dass M. Heidegger alle iiberindividuellen Bindungen der 

einzelnen einsamen Existenz wie Kierkegaard mit dem Absoluten oder mit Gott ver- 

reinte. r a r t m  teicnt er : Heic'cggers Existem ist die Philoaophie der "Culosigkeit", 

und das Leben des Menschen wird nur von der Beziehung des "Ich-und-Du" lebendig 

gemacht. Das a011 bedtuten : Alles wirkliche Leben ist nicht von einem ieoliert exist- 

ierenden Erlebenden her zu begreifen, wie Heidegger, sondern beruht auf dem Zusam- 

menkommen zweier grundsatzlich gleichberechtiger und gleich mtichtiger Wirklichkeit- 

en, n h l i c h  eines Ich und eines Du. 
Auch N. Berdyaev betont, dass die Begegnung von Ich und Du der Kern der per- 

dnlichen existentiellen Kommunion kt. Heideggers Existenz hat die grbere Bedeutung 

fiir die Bildung des Geistes, aber sie setzt nur die ungeborgenheit der Einzelnen aus 

und schliesst sich im isolierten Selbstsein ein. Das Ich und Du kann sich nicht selbst 

objektivieren. Der Existentialismus zwingt den Menschen in eine letzte Einsamkeit 

und Verlassenheit. Dann aber heisst die dringendste Frage -re Zeit : In welcher 

Weise wird es dem Menschen m(lglich, die Fesseln der existentiellen Einsamkeit zu 

sprengen und den tragenden Bezug zu einer Realittit ausserhalb des Menschen wied-er- 

zugewinnen ? 0.  F. Bollnow bezeichnet hier diesen neuen Bezug als "neue Geborge- 

nheit". 



The Ultimate Way of Hui-yiian in Lii-shan 

Koshiro TAMAKI 

Hui-yuan, by deepening his meditaton, is going to make clear the various natural 

states of human spirit or the natural human relations. According to my opinion, the 

ideas of nature to which he refers will be divided into the following three fields: natu- 

re of artistic sympathy, nature of actual retribution and nature of ethics andmor 

ality. In spite of the phenomenal differences among them, there will be found two 

fundamental and common characters. The first one is the common idea of nature 

which is concerned with and sympathised among them. The second one is the moode 



original idea of nature which underlies them. So it will be considered that the probl 

emof the universal way develops from the first character and the problem of the 

ultimate way from the second one. Considered from his common idea of nature, 

we can say that he does not intend to make his own religion absolute, but to ascertain 

the same truth in the others. He is not going to search for the doctrine of religion. 

It is the only purpose for him to search for the truth and real& it himself. 


