
"
 
,
 と
は
、
民
間
信
仰
の
務
 

%
 分
か
小
か
 
ケ
 一
般
化
 
で
あ
っ
て
、
東
北
・
西
南
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
、
 

現
 実
の
諸
慣
行
と
の
脈
絡
の
上
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ア つ、 ど 同 「 と 向 
リ の 、 と の 旗 ム 意 が 
エ モ 、 こ 同   ラ 毒尭 キ旨 

@  デ、 ろ 形 同 氏 さ 摘 
シ ル・で 同 姓 伸 せ さ 

れてき ンを コ を示す この事 質の信 集団を 」と、 る根源 

反 こ 例 仰 続 こ に た 

映 しにさ とをが 、 合れ すと 郷こ 「 
て な ら 単 る 能 村 こ 

行 的 に 

お。 、 るに 村の同し 一 「 産一 
の こ 落 英 放 た 土 例 
ず の 類 同 神 信 神 を 挙げ からこと 型論 体の 」が 仲酌 」が 

異 は 的 中 認 諾 あ る   
て 制 か 屠 れ が そ 水 
く 仕 ら 的 る 存 の 田 
る 合 抱 に と 花 下 農 
こ 咲 え か い し に 村 
と 外 る か う 、 自 社   
唆溶 し類 こあ れっ ににの 、 こ共 / l 

れ 回 て 
て い 型がて「 の いい郷ら体ル 
る 民 わ る 村 の 感 な 

。 聞 ゆ と 的 信 晴 重 
し 債 る い 産 柳 を 層 
た 例 同 、 ぅ 七 彩 雄 性 
が の 族、 の 神 韻 時 の 

っ 構 制 、 で 」 の す タ ブ 同 イ がて 成 社会 ある （ ） る強 l 不に 形 @ こ、 。 ム 、 カ と 

同 そ お、 ラ サ な し 
氏 ブ み て 示教 賃借 ける 社 の 神 

仰 会 民、 」 グ 的 付 

の の 間、   ル シ 政 

重 構 信 、 「 l ム 材 
層 成 体、 同 プ ボ を 
佐 原 構 、 族 と ル 一 
と 現 成、 神 し と 共   」 て し 同 
"  コ ヴ -" な め て ィ本 
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一
 

ま
え
が
き
 

  

析
 

日
本
の
基
礎
社
会
 穴
 。
守
の
 o
n
@
 

の
 （
 
ぜ
 ）
に
お
け
る
 民
間
信
仰
の
正
常
的
な
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
、
同
形
 同
 質
 信
仰
の
重
層
性
と
い
う
 傾
 

伊
藤
 
幹
治
 

親
方
子
 方
制
 村
落
に
お
け
る
民
間
信
仰
 の
 構
成
分
析
 

  

  



  
 
 

で
 民
間
信
仰
の
構
造
分
析
を
試
み
れ
ば
、
そ
の
内
部
構
 成
 に
い
く
た
の
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
観
察
す
る
こ
と
 が
 可
能
な
わ
け
で
あ
 

る
 。
こ
の
稿
は
こ
う
し
た
民
間
信
仰
の
構
成
上
の
間
 題
 を
め
ぐ
っ
て
、
昭
和
三
十
三
年
か
ら
 翌
 三
十
四
年
に
か
け
 て
 行
な
っ
た
島
根
県
の
 

隠
岐
諸
島
（
 島
 前
，
鳥
径
）
の
調
査
資
料
を
も
と
に
し
 て
 試
み
た
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
く
 に
 民
間
信
仰
を
、
社
会
 

構
造
の
分
析
の
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
意
図
す
る
こ
 と
に
よ
っ
て
、
村
落
構
造
を
理
解
す
る
上
で
の
民
間
信
仰
 の
 意
味
づ
け
と
、
そ
こ
 

に
 派
生
す
る
問
題
点
と
な
る
べ
き
も
の
を
摘
出
す
る
こ
 と
に
す
る
。
 

二
 

隠
岐
・
基
礎
社
会
の
組
織
 

隠
岐
の
社
会
組
織
に
関
す
る
基
本
原
理
を
仮
設
す
る
と
 す
れ
ば
、
擬
制
親
子
関
係
を
主
軸
と
す
る
上
下
Ⅱ
主
従
 関
 係
 と
い
う
点
を
抽
出
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
 て
は
、
隠
岐
諸
島
の
若
干
の
地
域
で
試
み
た
調
査
資
料
を
 整
理
し
、
こ
れ
を
隠
岐
 

以
外
の
村
落
類
型
と
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 他
日
、
改
め
て
分
析
す
る
予
定
な
の
で
、
こ
こ
で
は
 隠
 岐
 社
会
の
概
念
上
の
 一
 

つ
 め
 モ
デ
ル
を
、
一
応
、
親
方
子
方
 制
 村
落
の
一
類
型
と
 規
定
し
、
そ
の
概
要
を
島
後
の
五
箇
村
 代
 
（
 シ
ロ
 ）
 部
 落
の
事
例
分
析
に
よ
っ
 

て
 述
べ
た
い
。
こ
の
 ジ
ゲ
 
（
Ⅱ
部
落
）
は
 島
 後
の
北
部
 海
 岸
 に
位
置
し
、
戸
数
三
十
九
、
 

ヵ
 ナ
ギ
 漁
 
（
 採
貝
採
藻
 漁
業
）
を
兼
ね
た
零
細
 

自
作
農
を
主
体
と
す
る
小
農
村
で
あ
る
。
 

親
族
関
係
 
図
 1
 は
 ㎞
を
中
心
と
し
た
親
族
関
係
の
 サ
 ム
ブ
 ル
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
か
ら
次
の
二
点
 が
 指
摘
さ
れ
る
。
 
そ
 

 
 

の
一
は
、
 
フ
タ
イ
ト
コ
の
枠
内
に
世
代
を
限
定
す
る
傾
向
 で
あ
る
。
な
お
 ジ
ゲ
 の
伝
統
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
 よ
 れ
ば
、
こ
の
世
代
限
定
 

の
 範
囲
は
、
居
住
地
域
の
遠
近
に
よ
っ
て
も
規
制
さ
れ
て
 い
る
。
自
己
に
と
っ
て
同
一
部
落
内
の
居
住
者
 は
、
フ
 タ
イ
ト
コ
ま
で
辿
ら
れ
 

 
 

る
が
、
他
部
落
の
居
住
者
は
一
般
に
イ
ト
コ
ま
で
の
よ
り
 狭
い
枠
に
限
ら
れ
る
。
前
者
の
マ
タ
イ
ト
コ
ま
で
を
 薄
 い
 関
係
、
後
者
の
 イ
ト
 

 
 

 
 

コ
 ま
で
を
濃
い
関
係
と
呼
ん
で
区
別
す
る
。
そ
の
二
は
 、
 父
系
出
自
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
見
え
る
が
、
 
他
 の
事
例
を
参
照
す
る
 

と
 、
自
己
の
父
方
・
母
方
に
血
縁
関
係
を
辿
る
と
と
も
 に
 、
自
己
の
配
偶
者
（
Ⅱ
 妻
 ）
の
父
方
（
お
よ
び
母
方
）
 

を
 含
む
傾
向
で
あ
る
。
 

Call) 2 
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の ハ 娼 そ 誕 ぅ 性 地 
場 濃 姻 の 生 し は 域 
商 い ・ 関 ・ た 、 的 

にヤ葬 も ウ 式疫学 傑人 親 族 こ通 の 婚 現 チ は 関 ジ の 

ゎ ） 家 、 婚 係 ゲ村   
れ の 普 前 姻 を の 内 
て 枠 講述 ・ 八 期 婚 
い に な し 葬 ヤ 族 的 

  
る 限 ど た 式 ウ 関 傾 

。 定 は 相 な チ 係 向 
一 さ 、 互 ど レ の も れ 関 と   
0 れ 7 の の と 一   6 4 系 が ミ 

日 る タ 居 通 呼 般 こ 妻 が 要 
祭 か イ 住 過 び 的 の 方 保 木 
  ら ト 伏 犠 、 な 慣 観 た さ れてい 五 O 日 である （薄 コ 況 と並 礼 ま 、 正月・ あり方 打 との 族の メ れ、 ジ 

祭 。 ハ 行 た 盆 を 関 ム ゲ る 
  こ ヤ し は の 県 連 バ 生 の 
一 ラ ウ て 家 ホ 象 に l 活 で 

ど み も 把 方 6 案 

で 構 れ 

も と 聾 し   か 同 八 て 
く 種 火     

祭 に な 正 は 午 
・ ょ ど 貝 れ 忌、 

O 神     。 や   
年葬 イ 盆 し 子 の い さ 助 
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親族関係 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
 

矢
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



      

 
 

 
 

ね
 
家
の
先
祖
を
祀
る
氏
神
と
信
仰
さ
れ
、
俗
に
八
幡
 

さ
ん
と
 
よ
 ば
れ
る
。
祭
の
当
日
に
神
主
（
 

シ
 

 
 

飯
 ・
野
菜
な
ど
を
供
え
、
 

幣
 宰
を
立
て
る
。
 

 
 

っ
 
さ
い
オ
モ
 

ヤ
 で
負
担
し
 

、
 他
の
八
戸
の
 

メ
 ム
バ
ー
 
は
神
 
王
へ
の
謝
礼
の
 

一
 

 
 

 
 

部
を
用
意
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
祭
祀
 

メ
ム
バ
 

｜
は
 
、
こ
の
屋
敷
神
の
祭
を
主
要
な
 

契
 

 
 

，
八
千
：
 

-
 
：
ん
月
 

機
 と
し
て
、
オ
モ
 

ヤ
 と
の
共
通
出
自
を
確
認
し
あ
い
、
 

祭
 が
 絶
え
た
現
在
で
も
、
正
月
と
盆
に
 

「
・
 

ム
，
 

は
オ
モ
ヤ
 

の
 ホ
ト
ケ
 

拝
み
を
欠
か
さ
ず
に
続
け
て
い
る
。
 

こ
こ
に
 
オ
モ
ヤ
 
を
中
心
と
す
る
 

家
 々
 

 
 

 
 

 
 

図
 

関
係
を
分
析
す
る
と
・
日
常
的
な
互
助
・
互
恵
の
枠
が
 

、
 ジ
ェ
 
不
 レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
限
定
 

さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
 

A
.
B
.
C
.
D
 

相
互
 

に
お
け
る
父
様
相
互
間
の
互
助
，
互
恵
関
係
が
、
そ
れ
ぞ
 

だ
に
、
世
俗
的
な
扶
助
行
為
 

や
ホ
ト
ケ
 

拝
み
を
欠
く
と
 

同
 

れ
の
母
 
嫉
 ま
た
は
姻
族
間
の
そ
れ
よ
り
も
、
強
調
さ
れ
 

時
に
 
、
 各
グ
ル
ー
プ
内
 

て
い
な
い
こ
と
が
見
出
 

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
系
譜
意
識
の
稀
薄
 

と
そ
の
具
体
的
な
関
係
が
不
明
瞭
な
こ
と
は
、
 

ジ
ゲ
 
の
 
親
 族
 体
系
が
 
ヤ
 ウ
チ
原
理
 

 
 

屋
敷
神
の
霜
月
祭
（
新
暦
一
二
月
一
五
日
）
に
、
八
幡
 

姓
の
メ
 ム
バ
ー
の
う
ち
 
昼
戸
 （
 
油
 

 
 

伝
え
て
い
る
。
こ
の
屋
敷
神
は
八
幡
 

庄
屋
の
家
筋
で
ハ
オ
 モ
ヤ
ソ
と
 呼
ば
れ
、
八
幡
 姓
 の
 絵
 本
家
筋
に
あ
た
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
昭
和
二
 0
 年
 ご
ろ
ま
 で
は
、
 
オ
モ
 
ヤ
 で
祀
る
 

 
 

同族 

的関 

係 

図
 Ⅱ
は
モ
デ
ル
と
し
て
あ
げ
た
㎞
を
含
む
八
幡
姓
の
家
 

々
の
系
譜
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
Ⅵ
 

は
旧
 

(313)  
 

祭
 ・
 五
 0
 年
祭
は
イ
ト
コ
ま
で
の
ヤ
 ク
チ
 が
実
際
に
招
 か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
 



親方子方 制 村落における 民間信仰の構成分析 

 
 

表 1 階層二世代呼称 
権 括 る 族 

親 力 め よ 制 
市 橋 庇 う 社 

      婚 子 道 護 に 会 
(: ，   見ら 一 2(@ 代 20 一 30 代 40 一 R0 代 60 代 一 、霜月 方 関係 をファ ・奉仕 

リブ 届共 司 祭 力 t 
戦 タ 係 に る   

ィ に し 子 の の   よ た 方 メ 系 

    バ っ 閑 もの 譜 関係 ノ ム ぐ 

階 の を l 係 
仕 11I    王 の 他 で め 政 は の 状 れ 層 よ 緒 と を 
    下 は 延 の 示 た 治 オ で態 つ 椿 さ ん そ 王 
関 呼 女 親 長 若 し と 約 モ 、 を つ 造 に で の 軸 
係 称 を 方 と 干 た り 地 ヤ ジ 直 あ に 老 い 先 と 

が は 迎 と し の 同 わ 位 の ゲ接 る 変 え た 祖 し 

見   
ら オ 同 え、他れ た と、オ しての の デ て ハ メム 。 姓 尾 の れる 家 を獲得 階層Ⅱ 「 の メム の分析 伝 が 、 動が生 られる ことを 

な ヤ 蔀 金 イ l 敷 筋 し 世バ対統 じ 。 老 モ 族 
え ヤ 関 

神で械袋 ふ管 幣彊 あ の ィ 系 

る お は 
と よ 構 

、 び 造   れ 代 に 
ら の 異 

階 層 でた 、 とシル モ 結貴 ）の そ l タ 代ヤけ のはらのた こる 関 係 の 当 な 
構 相 伝 （ で と 先 ス Y@ 光 れ 階 め は 祭 主 っ てく 出入り互のあ造は 解体化 、 える。 v れ 、こ 。（ ） 4 、親方 祖 、お が高く が村長 々代が ていた 世 層Ⅱ 一 し こ、ノ 祀メ との ム あ る 
オ い こ 者 と 子 よ 、 / Ⅰ       
モ だれ） く方 びこ 村 ・ かこ なと 代のと 呼稿同 l だ む 
ヤ に に の に 関 同 の 会 り が称 で 時 は に し ろ     
モ 春 ・ 男 声 そ の IT と ・ 1 も の さ な 生 べ 
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に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
く
、
こ
こ
に
 オ
 モ
ヤ
を
中
心
と
す
る
屋
敷
神
共
同
祭
祀
に
基
づ
く
 家
 連
合
は
、
い
わ
ゆ
る
 同
 

  



                                                        ""     一 ""   """   """     """ """ """"" 一 """   一   """""""   "   " 一一                       

  

(315) g 

望 日 庶 類 て の て れ ま 要 た ゲ て の ヤ 
理 す 代 を 型 分 関 、 る り 素 こ と   り 場 を 
す べ 事 

る き 例 親方 し検討と 規 析 係構 屋敷 のと 村落 な を のよ 伝え レグ たほ にお 

こ 形 し 定 て 造 神 ち 構 す 3 8 ェ か い と 

と 態 民 て し ゆ を 共 が 造 と に れ が に て す 
が と 間 き 生 同 つ め り 観 る で る 

で居 きわ 、 ィ言 仰   
る れ の 吉 い こ 。 子 の ジ ン 家 て わ の と の 

。 る 諸 一   れ景 、 高 しメ て ん 

た の て で 追 ル 譜 と 手 棒 多 バ 
形態の民間 家 まず 力 ・こ 、 。 

・ 者 の （Ⅰ 構造を l I 記述 か 、親族 の父系 の基本 をなす 関係を 代部 、 方 デ 威 と く子 信仰 族レヴ 含 れを うち、 
の つ   

コ 隠 と を を 族 と 親 モ 、 縁 ） 
ミ 岐 し 強 ・ な 関 す 方 ン 詰組 と   ュ め て 調 す 係 る 子 は 集 に に 
二 基 の す 親 」 同 方 も 食 関 よ 

                    析 テ 礎 ヤ る 方 が 族 関 ち に 与 っ 

月 形 屋 ィ 社 ヴ 「 子 、 制 係 ろ は し て 

・ 熊 敷 に 会 チ 何 万 新 社 は ん 常 た 秩 
名寄 を ネ中 お の と 族 関 方 金   の に り 序 
  、 共 い サ そ 的 孫 子 に 「 こ 上 、 づ 

節 社 司 て ん の 関 が 方 お 司 と 鹿 子 け 
供 会 集 " プ 原 係 " 憤 け 族 、 を 方 ら 

な 細 杷 
ど 繊 は 民間 ル理 とをを 」オ行る そと擬 回 」 それ 占め に口 れ て   倍 し 指 生 ヤ 細 制 の 以 、 植 い 

先 そ ジ 仰 て 摘 ぜ の 職 親 本 外 官 ・ る 
祖 れ ゲ が 分 す し 先 的 千 家 の 升 田 と 

祭 ぞ 構 ど 祈 る の 々 Ⅱ 関 が 人 の の 考 
と れ 造 の し こ て 代 機係 親 々 寒 草 え   よ て と い の 能 と 方 も 普 取 て 
ナ ン 基 ぅ き が る ご   的 は に 積 ・ 請 り よ 

一 ヴ 本 な た で わ と に 、 な 極 や       
月 ェ 原 構 代 き け き 重 そ り 的 婚 メリ     成 都 る で 有 複 の   に 社 人 実 
の で と 上 格 と あ カ す 構 「 オ ・ れ 際 
千 把 対 の を 居 、 る 者 る 造 同 モ 葬 な に 
と え 応 
正 る す   へ た の モ 

月 と る を 子 、 ぅ 現 に に 分 手 ど 助 ヤ 
の 、 現 

轍 次 象 
初 の と 

め よ し 
（ ・ フ て   
一 に 着 う 一 め 内 し さ つ 主               け 活 
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リ で る 枯 条 し 仕 と 前月 の れ る や 層 し 神戸 七日） ｜ト ・ 注目し 階層 する 労 郡久路 件に ょ 、隠岐 関係に 見て よ 者は七 一二一日 ほかに 神 飲 。例祭 、信仰 構造の 正 ての 信仰系   農耕 成し万筋記述 出現 は代 、 ーン 親方 主従 に横 社祠 と呼 支 の 日に があ して など ので 

て に を し と ョ 子 闇 討 後信 は 出 行 る の で 、 神       
ジ の 集 は 四 を ハ さ の ケ の 仰 

一 戸   だ の九 で 構民メ と 

と 

る コ   
、 の 名 の 谷 な 係秋 

。 で と 

  

て 呼 縞上 

が 古 不 い 

日 エ こ れ @   
  

，
敬
 



  

（
 
キ
ヤ
 ク
デ
 シ
 ）
と
呼
ぶ
小
祠
（
祭
神
、
牛
頭
天
王
）
の
 神
餓
田
 
（
二
度
十
献
）
を
耕
作
す
る
義
務
と
、
そ
の
 

収
 穫
 の
一
部
を
私
有
化
す
 

る
 権
利
と
を
象
徴
し
た
株
を
所
有
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
 グ
 ル
ー
プ
は
、
下
層
の
 
メ
 ム
バ
ー
を
手
当
（
 コ
ト
ク
し
と
 
し
て
従
属
せ
し
め
、
 
ジ
 

ゲ
の
 祭
祀
権
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

ジ
ゲ
 内
で
 の
 伝
統
的
な
ス
テ
ー
タ
ス
を
保
持
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 、
毎
レ
年
 
、
「
ム
ラ
氏
神
」
 

Ⅱ
 那
 久
路
神
社
（
旧
名
、
炒
飯
 社
 ）
の
例
祭
三
月
一
一
一
 
一
日
）
に
、
氏
神
祭
と
牛
頭
天
王
（
俗
称
、
天
王
サ
ン
）
 

の
祭
が
す
む
と
、
審
察
 

（
 
キ
ヤ
 ク
マ
 ツ
リ
 ）
と
称
し
て
、
当
家
ハ
ト
 ウ
ヤ
 し
の
家
 で
 直
会
と
当
渡
し
と
が
行
な
わ
れ
る
。
当
家
は
親
 当
に
 
あ
た
る
八
戸
が
 、
毎
 

年
 、
輪
番
制
に
よ
っ
て
一
定
の
順
序
で
つ
と
め
、
牛
頭
 天
王
の
分
霊
と
も
伝
え
る
小
宮
を
祀
り
、
直
会
の
準
備
を
 す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
 

ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
際
、
親
株
所
有
者
以
外
の
家
 の
 戸
主
が
二
人
、
子
 当
 と
し
て
や
は
り
輪
番
で
選
出
さ
れ
 、
現
当
と
共
同
し
て
 直
 

会
の
費
用
を
負
担
す
る
。
頬
当
と
子
当
の
直
会
で
の
 座
 は
 厳
格
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
こ
で
新
旧
当
家
の
交
替
の
儀
 式
ハ
 Ⅱ
 当
 渡
し
し
が
あ
 

り
 、
こ
れ
が
す
む
と
新
し
い
執
当
側
に
小
宮
が
移
さ
れ
、
 こ
こ
で
再
び
酒
宴
が
催
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
審
察
に
伴
 な
う
権
利
・
義
務
の
完
 

全
 な
移
行
を
意
味
す
る
。
 

こ
う
し
た
宵
祭
 に
 シ
ム
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
階
層
原
理
は
 、
 こ
の
ほ
か
に
信
仰
的
 講
 組
織
に
も
反
映
し
て
い
る
の
が
 注
意
さ
れ
る
。
こ
の
 

部
落
に
ほ
 講
 集
団
と
し
て
、
大
師
講
・
 
一
 ム
ロ
 
講
と
 大
社
 講
な
ど
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
大
師
講
は
女
性
の
講
・
 
一
 
ム
ロ
講
は
子
供
の
講
で
、
 

と
も
に
変
化
に
乏
し
い
が
・
こ
れ
に
対
し
て
大
社
 講
は
 男
性
の
信
仰
組
織
で
、
 
ジ
ゲ
 の
上
下
二
階
層
の
 
メ
 ム
バ
ー
 が
 、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
 

め
 組
織
を
作
っ
て
、
相
互
の
伝
統
的
地
位
の
確
認
と
結
束
 と
を
強
化
す
る
シ
ム
 ボ
ル
 を
な
し
て
い
る
の
を
特
徴
と
 す
る
。
内
容
は
同
じ
 

で
、
 ク
ジ
 で
請
宿
を
取
決
め
、
毎
年
、
正
月
・
五
月
，
 九
 月
の
三
回
、
各
 メ
 ム
バ
ー
は
米
を
五
 
ム
ロ
 
ず
 つ
 持
参
し
て
 宿
へ
 出
か
け
、
宿
で
 調
 

理
し
た
馳
走
を
共
食
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
共
同
体
論
 に
か
か
わ
る
点
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
大
社
 講
 に
は
 ジ
ゲ
 全
戸
が
加
入
し
て
い
る
 

わ
け
で
は
な
い
。
下
層
 メ
 ム
バ
ー
の
う
ち
、
移
住
者
 お
 よ
び
初
代
分
家
な
ど
は
 未
 加
入
の
状
態
に
あ
る
。
加
入
者
 が
ジ
ゲ
 の
古
株
の
 メ
ム
 

ハ
 ー
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
共
同
体
の
階
層
的
 

 
 

示
唆
す
る
も
の
と
し
て
 

興
味
深
い
 0
 以
上
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
事
 例
 分
析
で
あ
る
が
、
家
族
・
親
族
 レ
グ
エ
 ル
の
諸
慣
行
は
 
、
俄
事
例
よ
り
複
雑
に
   



な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
基
本
的
に
は
変
り
な
 

宇
賀
事
例
宇
賀
は
島
前
の
西
 
ノ
 島
の
北
端
に
位
置
し
 

、
 戸
数
四
四
、
 
ヵ
 ナ
ギ
漁
を
兼
ね
た
零
細
自
作
農
を
中
心
 

と
す
る
小
農
村
で
 

あ
る
。
階
層
Ⅱ
世
代
呼
称
 

は
 多
岐
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
 

上
 ・
 中
 ・
下
の
三
階
層
に
整
序
づ
け
ら
れ
る
。
上
層
と
 

下
層
と
の
あ
い
だ
で
 

親
 

方
子
方
関
係
（
カ
ナ
 

親
 ・
カ
ナ
チ
関
係
）
が
結
ば
れ
て
 

い
る
が
、
階
層
間
の
上
下
Ⅱ
主
従
関
係
は
以
前
ほ
ど
強
調
 

さ
れ
ず
、
 
代
 ・
 那
 久
路
 

の
場
合
と
く
ら
べ
て
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。
こ
と
に
 

上
層
の
㎝
は
 
旧
 庄
屋
で
、
 
島
 前
で
は
屈
指
の
資
産
家
と
 

し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
 

、
愚
物
 
筋
 （
Ⅱ
 
コ
 ン
 コ
 ）
 と
 見
な
さ
れ
、
三
代
以
前
に
 

分
家
 ホ
 （
 ョ
コ
ヤ
 
一
社
家
）
と
の
あ
い
だ
に
絶
縁
関
係
が
 

生
じ
・
そ
れ
以
来
 

ジ
ゲ
 

内
で
は
精
神
的
連
帯
を
結
び
え
な
い
状
態
を
招
い
て
い
 

る
 。
し
た
が
っ
て
代
の
へ
 

オ
モ
ヤ
ソ
 
の
事
例
に
見
ら
れ
る
 

が
ご
と
き
 ヒ
ェ
ラ
ル
 

カ
か
 な
階
層
構
成
は
 
、
 少
な
く
と
も
こ
の
 
一
 
0
0
 

年
の
 

間
は
 成
立
し
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
 

相
対
的
に
発
達
し
た
 

話
 

組
織
 や
 、
年
会
階
層
的
秩
序
に
基
づ
く
 

ョ
コ
 の
 人
 問
関
 

 
 

家
 々
の
並
立
化
と
い
，
 

フ
 

筋
状
態
も
、
こ
の
 ジ
ゲ
 内
の
庇
護
・
奉
仕
関
係
を
軸
 

と
す
る
上
下
Ⅱ
主
従
の
原
理
を
弱
め
、
ま
た
「
同
族
的
関
 

係
 」
の
派
生
を
阻
止
す
る
主
要
 

栂
因
 を
な
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
宇
賀
は
、
 

代
 ・
 那
 久
路
 と
ジ
ゲ
 
構
造
を
若
干
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 

る
が
、
伝
統
的
な
親
方
子
力
関
 

匝
 
係
の
旧
慣
を
留
め
・
し
か
も
 

ヤ
 ウ
チ
原
理
を
共
通
 
し
て
担
っ
て
い
る
点
か
ら
推
し
て
、
や
は
り
親
方
子
方
 

制
 村
落
の
一
つ
の
亜
聖
と
仮
定
 

離
 
し
、
右
の
諸
条
件
を
考
慮
し
な
が
ら
、
三
題
と
す
 

る
 民
間
信
仰
の
ユ
ニ
ー
ク
な
一
面
を
指
摘
し
た
い
。
 

コ
，
 
,
 ュ
ニ
 テ
 ィ
 ・
レ
ヴ
ェ
ル
で
 

時
 
は
 、
 「
ム
ラ
氏
神
」
Ⅱ
比
奈
 

麻
治
 比
売
神
社
（
例
祭
 

、
セ
月
 
二
八
日
）
を
中
心
と
す
る
社
祠
信
仰
の
ほ
か
に
、
 

氏
神
 講
 ・
庚
申
講
・
一
灯
 

薬
 

 
 

 
 

れ
る
。
こ
の
う
ち
氏
神
 

講
 ・
庚
申
講
は
 
、
ジ
ゲ
 の
行
政
学
 
位
 の
 組
 （
 
ク
ミ
 ）
を
ユ
ニ
ッ
 

蠕
ト
 と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
て
、
組
成
員
の
互
 

協
関
 係
を
強
化
す
る
宗
教
上
の
機
関
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
 

い
る
。
前
者
は
一
月
二
八
 

リ
援
 

棚
田
、
後
者
は
霜
月
の
庚
申
の
日
三
一
年
に
一
度
）
 

認
め
ら
れ
れ
地
域
結
合
に
よ
る
 

タ
テ
 の
関
係
を
否
 

 
 

宇
賀
で
は
、
 

久
路
の
㏄
こ
こ
に
 

代
 ・
 
代
 
那
 久
路
に
ほ
の
 

・
 那
 

%
 
 よ
う
 に
 、
ジ
ゲ
 
構
造
の
基
本
原
理
に
対
応
す
る
 

民
 間
 信
仰
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
 

レ
ヴ
ヱ
ル
 
の
「
同
族
的
 
祭
 祀
 」
や
祭
祀
的
特
権
者
プ
 

ロ
 

  



  

こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
講
組
織
や
年
会
 階
 層
的
 秩
序
に
よ
る
 ョ
コ
 の
人
間
関
係
と
関
連
し
て
、
 

１
 0
 発
達
を
阻
止
す
る
要
因
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
 ，
 
え
に
地
主
は
、
本
分
家
を
含
む
幅
の
ひ
ろ
い
「
旧
家
」
 

古
さ
を
示
す
家
筋
の
宗
教
的
シ
ム
 ボ
ル
 と
な
っ
て
い
る
 
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
 

口
む
，
す
び
 

以
上
、
日
本
の
基
礎
社
会
の
一
つ
の
 サ
ム
ブ
 ル
と
し
て
 隠
岐
諸
島
の
村
落
を
取
上
げ
、
 

モ
ヂ
ル
 
・
ケ
ー
ス
 と
 本

家
優
先
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
 

と
 呼
ば
れ
る
定
着
年
代
の
 

し
て
鳥
径
・
五
箇
村
 代
部
 

る
 。
 

（
 6
 ）
 

地
主
サ
ン
と
は
固
定
し
た
家
に
祀
ら
れ
る
屋
敷
神
の
こ
 と
で
あ
る
。
形
態
は
丸
形
・
長
方
形
の
自
然
石
や
五
輪
の
 ご
と
き
も
の
と
さ
ま
 

ざ
ま
で
、
旧
暦
霜
月
の
子
・
亥
の
日
に
 オ
シ
ト
ギ
と
赤
 飯
を
供
え
て
祀
ら
れ
る
ほ
か
に
、
正
月
・
 盆
 
・
彼
岸
・
 節
 供
な
ど
に
も
榊
が
飾
ら
 

れ
る
。
家
の
初
代
の
先
祖
ま
た
は
土
地
の
神
と
も
伝
承
 さ
れ
て
い
る
。
地
主
サ
ン
と
い
う
呼
称
は
那
久
路
の
牛
頭
 天
王
の
別
称
で
あ
り
・
 

ま
た
初
代
の
先
祖
と
い
う
伝
承
は
代
の
 オ
モ
ヤ
 の
屋
敷
 神
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
が
・
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
の
 独
 立
 祭
祀
の
形
を
と
る
 点
 

が
 異
な
る
。
し
か
も
地
主
を
祀
る
 家
は
 上
層
の
 メ
ム
バ
 ｜
に
 限
ら
れ
ず
、
中
層
・
下
層
の
 メ
 ム
バ
ー
を
も
含
ん
で
 い
る
の
で
あ
る
。
具
体
 

的
に
述
べ
る
と
、
総
計
一
四
 祠
 の
な
か
で
、
移
住
に
よ
 る
 空
屋
敷
お
よ
び
共
同
墓
地
の
な
か
に
祀
ら
れ
る
 二
祠
を
 除
く
一
二
 
祠
 の
う
ち
、
 

上
層
で
祀
る
の
が
 四
祠
 ・
中
層
で
は
 二
祠
 、
下
層
で
ほ
 エ
 
ハ
 祠
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
家
々
は
か
な
ら
ず
し
も
本
家
 筋
 に
固
定
さ
れ
て
い
な
 

い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
階
層
構
成
の
歴
史
的
流
動
と
 ・
す
で
に
述
べ
た
本
分
家
お
よ
び
分
家
を
創
出
せ
ぬ
 家
 々

の
並
立
化
と
い
う
 
ジ
 

ゲ
 構
成
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
分
家
 創
設
の
制
約
か
ら
、
本
分
家
を
三
戸
で
構
成
す
る
の
が
 二
 事
例
（
 上
 
八
戸
）
、
こ
れ
 

を
 二
戸
で
構
成
す
る
の
が
一
一
事
例
 D
 三
戸
）
 、
ジ
 ゲ
 内
に
分
家
を
創
設
し
て
い
な
い
家
が
ニ
八
戸
と
い
う
数
 字
 が
示
す
 
よ
う
 に
 、
 

 
 

寒
 々

の
系
譜
的
並
立
化
が
目
立
ち
、
し
か
も
本
分
家
 関
 係
 が
代
と
同
様
に
 ヤ
 ウ
チ
原
理
に
規
制
さ
れ
て
、
日
常
生
 活
の
場
で
強
調
さ
れ
る
   

１
 0
 「
 客
祭
 」
と
い
う
形
で
は
現
わ
れ
ず
、
次
の
よ
 

う
 な
 家
族
レ
 ダ
ヱ
ル
 
の
「
地
主
信
仰
」
の
場
ム
ロ
で
 
抱
 え
ら
れ
る
 
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
 

1
0
 



親方子方 制 村落における 民間信仰の構成分析 

落
の
村
落
組
織
の
素
描
を
試
み
、
こ
の
 代
と
那
 久
路
、
宇
 賀
 の
王
地
域
に
お
い
て
、
構
成
上
の
基
本
原
理
（
身
分
 階
層
的
な
上
下
Ⅱ
主
従
 

関
係
）
に
対
応
す
る
民
間
信
仰
を
、
相
互
の
 ジ
ゲ
 構
造
 0
 差
異
に
留
意
し
な
が
ら
分
析
し
、
親
方
子
方
 制
 村
落
に
 お
け
る
民
間
信
仰
の
 

構
成
上
の
間
 題
 を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
次
に
こ
 の
 作
業
過
程
を
通
し
て
摘
出
し
て
き
た
諸
点
を
、
以
下
の
 二
点
に
要
約
し
て
結
び
 

と
し
た
い
。
 

か
か
 一
は
 、
民
間
信
仰
の
内
部
構
成
は
、
基
礎
社
会
の
 ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
諸
慣
行
と
対
応
し
・
双
方
が
た
が
い
に
 機
能
的
な
関
係
を
結
 

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
伝
承
体
系
を
持
続
さ
せ
 る
 有
力
な
因
子
を
な
し
て
い
る
。
と
く
に
本
稿
で
分
析
 対
象
と
し
て
取
上
げ
た
 

親
方
子
方
 制
 社
会
に
お
け
る
民
間
信
仰
の
現
象
上
の
特
 質
は
 、
 代
 ・
 那 久
路
に
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
 テ
ィ
・
 レ
ブ
ユ
ル
 の
 

%
 分
路
 訃
 か
か
か
や
 "
 主
徒
 難
険
か
か
か
心
か
と
し
て
 抱
 え
ら
れ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 八
 
ま
え
 が
き
 Ⅴ
の
 

Ⅰ
で
 

十
 
サ
ム
プ
 

ル
 と
し
て
示
し
た
「
ム
ラ
氏
神
」
・
「
同
族
 神
 」
な
ど
が
 圏
層
 的
に
か
か
わ
り
あ
う
同
族
制
社
会
に
お
け
る
民
間
 信
仰
の
そ
れ
ほ
、
こ
の
 

村
落
類
型
と
共
通
し
た
形
態
を
と
っ
た
、
血
縁
的
意
識
 を
 媒
介
の
一
つ
と
す
る
本
分
家
の
上
下
Ⅱ
主
従
関
係
の
 シ
 ム
ボ
ル
と
 仮
設
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
双
方
の
社
会
の
構
 造
 的
関
連
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
く
る
が
、
別
に
年
会
 階
梯
 制
 社
会
な
ど
で
 

ほ
 、
こ
れ
と
異
な
っ
た
シ
ム
 ボ
ル
 を
指
摘
し
う
る
こ
と
が
 予
想
さ
れ
よ
う
。
こ
の
意
味
で
民
間
信
仰
の
構
成
分
析
 は
 、
日
本
の
基
礎
社
会
 

の
 構
造
論
的
接
近
に
よ
る
図
式
化
と
そ
の
細
分
化
の
上
に
 

一
つ
の
有
力
な
手
が
か
り
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
 主
要
な
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 

を
も
摘
出
す
る
作
業
と
考
え
ら
れ
る
。
 

か
か
一
、
一
は
、
あ
る
村
落
類
型
の
構
造
原
理
と
対
応
関
係
 

に
お
い
て
 抱
 え
ら
れ
る
民
間
信
仰
の
現
象
上
の
ヴ
ァ
リ
 ェ
 ｜
 シ
ョ
ン
 は
 、
そ
の
 

類
型
内
の
歴
史
Ⅱ
社
会
条
件
と
並
行
し
て
、
社
会
組
織
 上
の
内
部
的
 交
 差
と
関
係
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
 代
 の
 「
同
族
的
関
係
」
の
 

シ
ム
 ボ
ル
 で
あ
る
オ
モ
 ヤ
 の
屋
敷
神
共
同
祭
祀
 と
 邦
人
 路
の
 「
エ
リ
ー
ト
禁
固
」
の
シ
ム
 
ボ
ル
 で
あ
る
審
察
、
お
よ
 び
 宇
賀
の
「
旧
家
」
の
 シ
 

ム
ボ
ル
 と
な
っ
た
屋
敷
神
独
立
祭
祀
は
・
そ
れ
ぞ
れ
同
一
 村
落
類
型
内
に
見
ら
れ
る
共
同
体
・
家
族
 レ
ヴ
ヱ
ル
 で
 0
%
 

ホ
教
現
象
で
あ
る
。
 

こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
上
の
差
異
は
、
あ
る
村
落
類
型
に
い
く
 つ
か
の
 亜
型
 が
設
定
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
を
予
測
せ
し
め
 る
と
同
時
に
、
民
間
信
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-
1
 ）
 
堀
 
一
郎
博
士
が
、
日
本
の
水
田
農
村
社
会
の
ノ
ー
マ
ル
 な 事
例
と
し
て
、
長
野
県
東
筑
摩
郡
里
山
辺
 村
 に
お
け
る
民
間
   

密
 に
分
析
さ
れ
た
貸
料
を
、
便
宜
上
、
借
用
す
る
こ
と
に
し
た
 

 
 

0
 
八
頁
参
照
。
 

な
お
本
稿
で
は
、
 

八
 民
間
信
仰
 マ
の
 概
念
枠
組
の
規
定
を
め
ぐ
 8
 基
礎
作
業
を
省
い
た
が
、
こ
こ
で
は
 
八
 民
間
信
仰
 ノ
 と
い
う
 
こ
と
ば
の
意
味
 

を
 、
日
本
の
 
h
o
 
圧
の
 o
n
@
 
の
 （
 
ゼ
 （
Ⅱ
農
村
・
山
村
・
漁
村
）
で
観
察
 

さ
れ
る
伝
統
的
な
信
仰
現
象
、
と
い
う
広
義
の
円
。
 
汗
 
Ⅰ
 
占
岱
っ
 
コ
 と
い
ち
お
う
 
規
 

定
 し
て
お
き
、
概
念
枠
組
の
理
論
的
検
討
は
改
め
て
別
の
機
会
 に
 試
み
る
予
定
で
い
る
っ
 

（
 
2
 ）
地
肌
・
的
 通
婚
 の
う
ち
、
八
把
 八
 ）
だ
け
を
観
察
し
て
み
る
 と
 、
調
査
時
点
で
は
、
部
落
内
婚
二
五
・
六
 %
 、
村
内
婚
六
四
 

一
 % 
と
い
う
数
字
 

を
 示
し
て
い
る
 
0
 
こ
の
よ
う
に
村
内
婚
が
過
半
数
を
占
め
て
い
 る
こ
と
は
、
 

鐸
 八
人
役
慣
行
を
媒
介
と
し
て
、
姻
族
と
の
互
助
 互
恵
関
係
を
維
持
 

す
る
と
い
う
生
活
伝
統
が
、
現
在
ま
で
比
較
的
に
強
調
さ
れ
て
 い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
 

（
 
3
 ）
 
屈
旭
 改
革
後
の
農
家
の
任
官
耕
地
面
積
を
調
べ
 な
 と
 、
 
五
度
未
満
が
一
四
戸
、
三
文
１
玉
文
 が
 
一
一
戸
、
五
度
 ｜
 七
度
 が
一
 
0
 戸
、
七
度
 
｜
一
 

0
 匝
が
一
戸
で
、
玉
文
未
満
の
零
細
農
家
が
六
九
・
四
 %
 を
 占
 
め
て
お
り
、
こ
の
う
ち
か
つ
て
 ジ
ゲ
 
内
で
卓
越
し
た
勢
力
を
持
 っ
て
い
た
オ
モ
 
ヤ
 

0
 世
 荏
が
 著
し
い
の
が
注
意
さ
れ
る
。
 

（
 
4
@
 
 オ
 ヤ
コ
 
関
係
（
Ⅱ
親
方
千
万
円
 俺
 ）
と
デ
イ
リ
関
係
と
 

 
 

す
な
わ
ち
前
者
は
、
 

一
 

  

定
の
儀
礼
を
伴
な
っ
た
朔
方
と
千
万
と
の
パ
ー
ス
ナ
ル
な
何
人
 関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
両
者
の
関
係
は
当
事
者
の
世
代
 
限
 り
で
消
滅
す
る
。
 

 
 

こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
オ
ヤ
 コ
問
 伍
を
結
ん
だ
当
事
者
の
子
 供
 な
い
し
 孫
 と
い
う
次
世
代
間
の
「
 家
 」
の
義
理
関
係
を
指
し
 、
そ
の
意
味
で
 イ
 

 
 

ン
パ
ー
ス
ナ
ル
化
さ
れ
て
い
る
。
山
岡
栄
一
「
隠
岐
島
の
村
落
 椅
凸
 」
、
「
 史
泉
 」
 七
 
，
入
合
併
 号
 、
昭
㌍
・
八
三
 ｜
 九
六
頁
 参
 照
 

（
 
5
@
 
 人
口
の
都
市
集
中
化
と
い
フ
目
（
 
す
且
王
 N
p
 
（
 
ざ
コ
 が
こ
の
島
々
 
に
も
波
及
し
、
青
年
人
口
の
減
少
化
に
体
な
っ
て
、
伝
統
的
な
 年
会
階
層
的
秩
序
も
 

し
だ
い
に
解
体
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
侭
の
よ
う
な
旧
慣
が
 注
 目
 
き
れ
る
。
男
子
は
一
五
歳
に
な
る
と
、
正
月
の
 一
 0 日
ど
ろ
 
ま
で
の
間
に
 
、
宿
 

へ
、
 潤
 
一
升
 持
廿
 し
て
若
者
組
（
 ワ
カ
イ
モ
 
ン
グ
ミ
）
に
加
入
し
た
。
始
め
の
一
年
間
は
 コ
ヒ
イ
デ
と
 
呼
ば
 ね
 、
一
五
日
の
夜
 

 
 

午
 ご
ろ
か
ら
 
コ
ヒ
イ
デ
ガ
 
シ
ラ
と
な
る
 0
 
結
婚
す
る
と
宿
で
 寝
 泊
り
す
る
の
を
 止
 

め
て
、
コ
ド
シ
ョ
リ
 仲
 Ⅲ
に
加
入
す
る
。
 

（
 
6
 ）
 
農
 岐
の
地
主
信
仰
に
つ
い
て
は
、
石
塚
 尊
俊
 氏
に
よ
っ
 
て
す
で
に
佳
日
さ
れ
、
こ
れ
が
祖
霊
と
し
て
の
性
桔
を
留
め
て
 い
る
占
が
指
摘
き
れ
て
 

い
る
。
こ
の
占
に
関
し
て
は
、
如
上
の
視
角
か
ら
改
め
て
分
析
 す
る
つ
も
り
で
い
る
。
石
塚
 尊
俊
 
「
中
山
陰
の
屋
敷
神
 
｜
 特
に
 祭
祀
 圏
 と
の
関
聯
 

 
 3

2
1
 

註
 

 
 

仰
の
構
成
分
析
が
、
村
落
構
造
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
不
可
 欠
の
作
業
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
 

1
2
 



親方子方 制 村落における 民間信仰の構成分析 

て
 ー
」
、
「
山
陰
民
俗
 
ヒ
 五
号
、
昭
㏄
一
五
頁
 参
 m
"
 
。
 

八
 附
記
）
年
何
 は
 Ⅲ
 印
 三
四
年
度
・
文
部
省
科
学
研
北
 費
 
（
 総
 八
ロ
研
究
）
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
調
査
研
究
の
成
果
の
一
部
を
含
 

 
 

三
八
年
一
 
0
 月
 、
日
中
京
 杓
 学
会
・
 填
二
 
二
回
学
術
大
会
で
発
 表
し
た
旧
稿
「
民
間
信
仰
の
構
成
上
の
間
頭
」
を
補
正
・
加
筆
 し
た
も
の
で
あ
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「無産 

 
 

 
 

さ
れ
る
否
定
で
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
 て
ま
た
こ
の
自
己
の
な
す
自
己
否
定
は
、
そ
の
否
定
の
究
 極
の
階
梯
に
お
い
て
 

 
 

は
 、
超
越
者
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
の
み
成
就
 さ
 れ
る
と
い
う
様
な
見
方
も
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
 、
超
越
者
に
よ
っ
て
な
 

  

と悪 」序説 

し る か は 意 己 
も て で に な 味 き が 宗 
と の あ 重 く で て 無 教 
よ 自 ろ 点   の こ と の 

り 己 う が 相 そ の な 本 
白 香 。 置 関 れ 自 る 質 
己 定 即 か 連 と 己 こ に 

のな にちれしの 重 " る相 三宝で 否 とは " 
  つねに をおす否定 点 「自己 ことに 補って 重の意 は、自 ある。 

も く の よ 、 味 己 人 
、 方 な っ 白 を が 前房 

    
が の 定 超 の で を 

西日 

己 
超 二 」 越 否 ぃ 否 否 

定   と 

を 序 て 過   し る   
目 す の ら 自 か と 

ざ る 白 ん 己 も い 
し と 己 と の こ う 

うち 

  
    さ 

否 が 点 的 直 白 白   
定 田 を 方 せ 己 己 て 
で 来 お 法 し 否 否   
あ る く そ め 定 定 る 

る 。 方 の て は と 
  

か 怯 も ゆ     自 

ぎ と の く 各 自 己 
  、 に と 々 己 否 

定 
本 「 超萌 、 考 えれ そが 超 と 

質 越 ら も ぞ 越 は 
的 著 か れ れ者 
@ に @C  6  @ こ @ こ 要 
@ ま 2 区 。 全 よ す 

る 

超   @ 
越 
者 否定 置かなさ 離れ 超 
@ れ れ の た さ 越 
よ る る 二 も れ 
  否 こ つ の る 

者 
  

て 定 と の な と 
  
再 ll 

要 」 に 何 の い   
求 と な れ で ぅ 自 

「
 丘
器
   

と
 
亜
心
 
」
 序 

説
 

十
分
 
山
 

康
国
 



以
上
の
如
き
自
己
否
定
の
二
者
の
か
か
る
相
関
に
も
 拘
 ら
ず
、
だ
が
そ
こ
に
な
お
、
宗
教
的
方
法
と
し
て
の
自
己
 否
定
に
二
つ
の
道
が
 

存
す
る
と
い
う
こ
と
は
云
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
 後
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
 の
方
法
は
い
ず
れ
に
せ
 

ょ
、
 要
す
る
に
超
越
者
に
対
し
て
の
、
超
越
者
を
目
ざ
 し
て
の
自
己
否
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
自
己
否
定
に
よ
っ
 て
 無
化
さ
れ
る
自
己
の
 

達
す
る
無
は
、
自
己
否
定
の
こ
れ
ら
 二
法
 に
応
じ
て
・
 一
 
一
つ
の
 
異
 っ
た
性
質
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 人
 間
 の
こ
の
自
己
否
定
に
 

面
し
、
自
己
否
定
に
対
応
し
て
立
つ
超
越
者
は
、
こ
れ
 ら
そ
れ
ぞ
れ
 異
 っ
た
宗
教
的
方
法
と
し
て
の
自
己
否
定
に
 、
ま
た
そ
の
否
定
の
結
 

果
 と
し
て
の
、
無
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に
面
す
る
こ
と
 に
よ
り
、
超
越
者
そ
の
も
の
も
ま
た
、
 興
 っ
た
二
つ
の
形
 態
を
示
す
こ
と
に
な
る
 

で
あ
ろ
う
。
自
己
否
定
の
二
途
を
そ
れ
ぞ
れ
に
追
求
し
て
 ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ほ
明
ら
か
に
な
る
。
人
間
の
 自
己
否
定
に
面
す
る
 超
 

 
 

自
己
に
お
い
て
否
定
せ
ら
れ
る
一
切
を
超
え
る
も
の
で
 な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
 云
 

え
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
自
己
否
定
も
、
そ
れ
が
根
本
に
 お
い
て
、
超
越
者
の
要
求
す
る
否
定
で
あ
る
こ
と
に
変
り
 は
な
い
 0
 こ
の
超
越
者
 

の
 要
求
す
る
否
定
 は
 ・
ま
た
超
越
者
の
こ
れ
ら
二
形
態
に
 応
じ
て
、
各
々
 異
 っ
た
否
定
の
要
求
と
し
て
現
れ
る
の
 で
あ
る
。
 

一
 

さ
て
・
こ
れ
ら
の
超
越
者
の
要
求
を
自
己
に
向
け
る
 自
 己
 否
定
 は
 、
一
体
如
何
よ
 う
 に
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
そ
れ
は
、
 自
 

己
が
こ
れ
ら
の
自
己
否
定
に
よ
り
、
超
越
者
の
前
に
無
 と
な
る
こ
と
以
前
に
、
自
己
が
既
に
超
越
者
の
前
に
 、
或
 る
 意
味
で
無
で
あ
る
と
 

い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
云
え
る
。
自
己
が
根
源
 的
に
無
に
さ
ら
さ
れ
て
・
お
り
、
自
己
の
根
 
抵
に
 無
が
 潜
 ん
て
い
る
と
い
う
こ
 

と
、
 即
ち
 、
 先
ず
、
自
己
の
無
で
あ
る
と
い
う
何
ら
か
の
 体
験
が
根
 抵
 に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
そ
こ
に
自
己
の
 悪
化
が
、
自
己
否
定
が
 

そ の さ 

の ネ、 れ 
も ガ る 

の テ 否 
が ィ 定   
超 フ 関 
越 な し 
者 前 て 
に 提 も 

よ 製   

な り機そ 、 れ 
さ 或 に   
ろ は い 

香 煎 て 
宝 殿 は 
に 階 種 
よ を 々 
っ な の 
て し 理 
丈 て 解 
え い が 

ら る あ 
れ と る 
た 見 の 

彩 ら で 

で れ あ 
、 る る 

究 の が ミ 

極 で   

的 あ 或 
に る る 
は 。 見 

再 そ 方 
び し で 

現 て は 
れ そ   

る の 自 

のな と考え 己 場合、 
ら こ す 
れ の 否 
る 自 走 
の 己 が 
で の   
あ な こ 
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さ
て
「
暗
夜
」
の
神
秘
主
義
者
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
 あ
 
っ
て
は
、
い
ま
こ
の
暗
夜
そ
の
も
の
の
中
に
、
「
能
動
的
 
暗
夜
」
と
「
受
動
的
 暗
 

1
 

鵠
の
場
な
る
が
故
に
、
「
沈
黙
の
闇
」
 6
@
0
 
コ
 Ⅱ
の
 
@
E
o
 

下
お
 0
 
で
か
 
四
 %
 
 匡
漏
甘
 
れ
い
子
の
 

0
 
）
 
0
 
笹
ヂ
 
0
Q
 
～
 下
 ）
と
も
 「

暗
夜
」
と
も
 
名
 附
け
ら
れ
 
め
 

無
 
る
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

」序説 

生
ず
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
も
 

一
 
五
う
 如
く
、
「
被
造
物
の
本
質
は
 
、
 神
の
無
限
の
本
質
に
 
比
す
れ
ば
、
悉
く
無
で
 

あ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
Ⅰ
 

岳
コ
 伍
の
瓦
 
g
E
 い
 の
 仁
ず
ゃ
隼
曲
ヰ
の
 

）
 ま
 。
三
の
の
 
ギ
 日
の
）
 

0
 。
正
ユ
 の
 ）
。
 
p
 ワ
 さ
 。
か
く
本
来
 無
 な
る
も
の
と
し
て
あ
 

る
 自
己
を
、
超
越
者
の
前
に
全
き
 
無
 と
す
る
こ
と
、
 
或
い
 は
か
か
る
自
己
が
超
越
者
に
よ
っ
て
 

無
 と
さ
れ
る
と
い
 う
こ
と
、
即
ち
そ
の
い
 

ず
れ
に
も
せ
よ
・
自
己
が
無
の
底
に
徹
底
し
て
ゆ
く
こ
 

と
、
 従
っ
て
 、
 無
の
無
化
が
、
自
己
否
定
の
真
の
意
味
で
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
の
魚
の
無
化
は
、
宗
教
的
自
己
否
定
の
区
別
に
よ
り
・
 

い
ま
二
種
に
類
別
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
・
自
己
 

の
 無
を
無
化
す
る
こ
と
 

と
し
て
の
・
自
己
が
な
す
無
の
無
化
と
、
自
己
の
無
が
 

超
 越
 者
に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
の
、
超
越
者
 

が
な
す
無
の
無
化
と
で
 

あ
る
。
 

さ
て
こ
の
、
自
己
が
な
す
無
の
無
化
の
場
合
、
そ
こ
 

蛭
 刊
提
 せ
ら
れ
て
い
る
 
無
は
 、
自
己
の
虚
し
さ
で
あ
り
、
 
そ
 の
 虚
し
さ
に
対
す
る
 

不
安
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
虚
し
さ
は
、
超
越
者
に
 

対
し
て
の
自
己
の
有
限
性
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
魚
の
虹
 

ハ
 
化
は
、
こ
の
自
己
の
有
 

根
性
の
悪
化
な
の
で
あ
り
、
自
ら
の
有
限
性
か
ら
の
 

離
 脱
 ハ
下
 
ヴ
盤
お
 
三
の
巨
の
コ
ア
の
 

@
 
（
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
・
自
ら
の
、
 

の
み
な
ら
ず
自
ら
の
 
関
 

わ
る
一
切
の
有
限
性
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
 

ほ
、
 自
ら
の
 我
 性
の
否
定
で
あ
り
、
有
限
的
事
物
に
関
わ
 

る
 自
ら
の
欲
求
か
ら
の
 

離
脱
、
更
に
そ
れ
の
対
象
と
な
る
一
切
の
有
限
的
事
物
 

か
ら
の
離
脱
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
 

ム
コ
 
こ
の
離
脱
 は
 、
自
己
の
な
す
無
の
無
 

化
の
働
き
で
あ
る
。
自
己
ほ
こ
の
 

無
 化
の
働
き
に
よ
っ
 
て
 、
一
切
の
有
限
性
か
ら
離
脱
し
、
超
越
者
に
向
わ
ん
と
 

す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
 

離
脱
は
一
切
の
被
造
物
を
捨
離
し
、
超
越
者
以
外
の
何
 

も
の
を
も
受
容
し
な
い
様
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
 

離
 腕
 に
よ
っ
て
、
自
己
は
 

そ
の
自
己
の
お
い
て
あ
る
在
り
方
を
全
く
消
滅
す
る
こ
 

と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
自
己
の
無
が
生
じ
来
る
で
 

あ
ろ
う
。
「
離
脱
は
無
 

与
に
ち
 
ル
こ
 

@
 
L
 し
を
欲
す
 
ス
 
し
の
で
あ
 
ヱ
り
 
」
小
市
の
 

オ
 の
 
ア
 の
～
（
の
り
 

ア
 ～
 
円
 
（
（
の
 

コ
 。
 ア
 Ⅱ
の
 

9
.
 
 

ゴ
ロ
 

む
 （
（
 

コ
の
 
「
。
甲
の
の
）
。
そ
の
無
は
自
己
 

の
 一
切
の
働
き
の
消
滅
 



  

 
 

夜
 」
と
い
う
階
梯
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
 自
 己
 の
な
す
能
動
的
否
定
の
極
に
現
れ
る
能
動
的
暗
夜
か
 ら
 、
超
越
 者
 に
よ
っ
て
 

 
 

な
さ
れ
る
否
定
と
し
て
の
受
動
的
暗
夜
へ
の
転
換
が
 、
暗
 夜
 そ
れ
自
体
の
中
に
顕
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
 は
 、
自
己
が
な
す
否
定
）
 

の
 深
ま
り
と
超
越
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
否
定
の
深
ま
り
 と
の
交
錯
と
し
て
の
自
己
否
定
の
深
ま
り
と
い
う
も
の
 で
あ
っ
て
、
た
だ
自
己
㏄
 

の
み
が
自
己
自
身
に
お
い
て
な
す
否
定
の
深
ま
り
で
は
な
 ぃ
 。
自
己
の
な
す
否
定
の
能
動
の
極
は
、
自
己
自
身
の
 否
定
の
働
き
そ
の
も
の
 

の
 否
定
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
否
定
の
極
に
達
せ
ら
 れ
る
無
が
 、
い
 ま
こ
の
場
合
、
能
動
の
暗
夜
と
杯
ば
れ
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 

「
暗
夜
」
あ
る
い
は
「
 
闇
 」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
普
通
、
 
神
秘
体
験
に
お
い
て
は
、
「
霊
の
乾
き
」
を
意
味
し
て
い
 て
 、
ま
た
「
荒
野
」
と
 

も
 「
砂
漠
」
と
も
 
名
 附
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
 否
定
の
能
動
の
無
が
、
受
動
に
転
ず
る
際
に
現
れ
る
も
 の
で
あ
る
。
乾
き
は
、
 

自
己
の
無
に
お
い
て
、
超
越
者
の
働
き
を
待
ち
望
む
 霊
 の
 乾
き
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
乾
き
を
通
じ
て
 、
そ
こ
に
、
超
越
者
の
 

み
が
働
く
 、
 霊
の
受
動
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
 働
 き
は
、
「
霊
魂
を
 、
 神
に
あ
ら
ざ
る
凡
て
の
こ
と
か
ら
 擁
 護
し
 解
放
し
た
も
う
 程
 

に
 、
霊
魂
を
神
の
近
く
に
置
く
の
で
あ
る
」
が
、
霊
魂
 は
そ
の
側
近
く
あ
れ
ば
あ
る
 種
 、
超
越
者
の
霊
的
 光
 の
 強
 大
の
故
に
 、
 益
々
暗
黒
 

の
 闇
を
感
じ
、
暗
黒
は
益
々
深
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
 （
Ⅰ
 
仁
曲
コ
 
笘
の
壷
の
Ⅱ
 
け
い
つ
 
4
0
n
 

ア
の
 0
 ㏄
 
り
け
 
Ⅱ
 
ゅ
笘
 互
生
ヨ
 P
 
 
弔
 丼
 「
（
の
 
ど
 の
の
 
口
 ・
 P
 
ゆ
 ）
。
 

そ
れ
は
自
己
の
能
動
の
無
が
、
超
越
者
に
よ
っ
て
更
に
 岳
 ハ
 
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
能
動
的
暗
夜
 か
ら
受
動
的
暗
夜
へ
の
 

深
ま
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
暗
夜
は
一
切
の
働
き
の
消
滅
 の
場
と
し
て
の
「
沈
黙
の
闇
」
で
あ
る
 ぼ
 か
り
で
は
な
く
 、
い
ま
や
超
越
 者
 の
 働
 

き
の
場
と
し
て
、
「
輝
く
 
闇
 」
（
 目
 0
 コ
遇
 ぎ
の
 レ
 （
の
 
o
 め
 P
 
雙
宙
 。
 ぎ
ニ
 ・
 き
お
下
 ）
と
も
「
聖
な
る
 闇
 」
（
 
之
守
 。
鼠
口
 
の
づ
 
。
 
コ
本
目
の
の
 

@
 
 
せ
 0
 コ
の
 0
 丁
 

（
の
の
の
の
 

ア
 の
 
口
 。
卯
の
の
）
と
も
 称
 ぼ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
 

か
か
る
働
き
を
な
す
超
越
 者
 は
、
そ
れ
自
体
、
も
と
よ
 9
 人
間
の
自
己
否
定
を
要
求
し
て
立
つ
も
の
で
あ
る
が
 故
 に
 、
か
か
る
無
化
の
 

対
象
と
な
る
一
切
の
有
限
性
を
超
出
し
て
い
る
も
の
で
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
超
越
者
は
、
 ェ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
も
云
う
 如
 

く
 、
一
切
の
限
定
を
絶
し
た
も
の
で
あ
り
・
従
っ
て
 何
 ら
 限
定
さ
れ
得
な
い
も
の
と
し
て
、
た
だ
「
 無
 」
と
い
う
 以
外
に
ほ
表
現
さ
れ
 得
 

な
い
も
の
で
あ
る
。
「
神
は
名
な
き
も
の
（
 
Z
p
 ヨ
の
巳
 
。
 も
 な
の
で
あ
る
」
（
田
山
方
の
ず
 

a
r
t
@
 

し
の
 

仁
 （
の
 

り
ず
 
㏄
 づ
 お
目
 担
 0
 
づ
 仁
 
コ
 山
月
Ⅱ
 
燵
寸
日
舵
田
の
 

"
 オ
 ㍉
㏄
㏄
 



「無産 と悪 」序説 

㎏ 

で 称 限 さ 起 る 姿 に の タ であ 自己のて有と の Qu に、 自 一方 超越者 間の霊 て超越 無 と あろいま び得 ， 性か れる 戯者 神子 をと あっ 

（。 己はなすして コ 、自 具 @ こ ロ の無 者に なり 。それ ヮ ， るで ら離 もの が有 の誕 って て始 る 。 - 
そ - 自 己 す に 自 、 が あ れ と な 生 、 め ま 鉾 
の 切 已 め る 対 9 目 超 
存 否 白 根 の 応 を ら 越 
在 宅 身 低 で し 委 の 的 
た の で が あ て ね 雪 白 

保 衛 あ 無 る 、 て の 曲   
つ き っ で 。 そ い 根 と の 源 く て 菜 根 超 の の 
て に て あ こ れ る 源 称 根 の そ 自 で 源 趣 旨 無 
い よ 他 る こ 自 と の ば ざ 無 の 己 表 の 者 己 な る の こ で 体 い 底 れ す に 無 の 現 無 は 否 る 
め て 何 と は   う な て 超 根 の 霊 し の そ 定 超   
で あ 無もは で・の 、 究有 極 なと こきり 焦 る 者 し か 根 の へ 無 無音 
る あ を 自 に る で の 場   
す 。 りも " 要がいを 己お婆 あ る 上合 に " 源 か 成 規 る し か き がま 

な 一 し ま て と 。 立 超 酌 も す れ 。 て ら か 人 
わ 方 な た 自 づ こ つ 越 @ こ 回 る 出 超 く 、 け 間 
ち 白 い 何 己 て の で 者 無 時 と る 越 る そ 、 の 
自 己 の も は 現 場 あ が ミ で に い と 者 と の そ 自 

あ 超 う き も い 姿 の 己 

自 の る も あ る 超 己 が無あ はでの にです、 無 成合 ろ うて 。 全 で   
已 上 。 根 つ め 趣 旨 あ い に が 己 あ と し 更 を 
と に 従 ざ   て で 者 ら っ う の 出 も り で 出 に 要 
し 立 っ さ 、 あ は の て こ み 来 ま 、 あ し 無 求 
て つ て な 起 り 木 根 、 と 根 る た 白 8 て 化 し 
そ も そ い 越 、 源 抵 自 か ざ の " 己 。 く し " 

の の こ 無 音 そ 的 が 己 ら し で 全 も エ る て 人 
根 と に 底 の の に 無 は 云 て あ く 無 ッ で ゆ 間 
低 し お 酌 み 時 無 で そ え あ る そ で ク あ く の 
の て い な が こ で あ の 

無 無 て も そ れ あ る 要   
ほ で は の こ に り こ 求 無 の か な こ ト 。 あ 否 
根 あ 充 と に 対 な と さ 底 で る る の は そ る 定 
ざ り と し あ す が は れ 的 あ 白 起 根 そ れ 。 の 
し な は て る る ら ・ る 自 る 己 越 源 れ は こ 無 
て が 逆 あ の 自 も 自 白 虫 が の 者 の を 無 の に 
自 ら に る で 己 、 己 己 と 散 在 に 無 、 な 否 対 
己 " " こ あ は 自 が 否 い に り よ の 『 る 定 店 
白 し 起 と る 必 ら そ 定 う 、 方 づ 中 霊 超 の し 
穿 か 越 で 。 ず が の に こ 超 は て か の 越 度 て   

、 抵 が き っ   な す を て もの 的自由も出来一切の 生 み 無 な にお 有な 無の   る と 窄 か る け る 中 な 
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き
、
超
越
者
は
必
ず
無
と
し
て
人
間
の
自
己
に
即
す
る
 

の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
相
関
に
お
い
て
、
関
係
の
二
股
 

は
そ
の
存
在
の
全
て
を
 

 
 
 
 

あ
げ
て
他
に
即
す
る
の
で
あ
る
。
 

3
 
羽
 

 
 

 
 

 
 

か
よ
う
に
し
て
、
超
越
者
も
無
で
あ
り
自
己
も
ま
た
 

無
 
で
あ
る
根
源
の
無
の
中
か
ら
・
自
己
が
そ
の
 

根
 
抵
の
無
の
 

自
覚
を
通
じ
て
真
に
 

自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
超
越
者
が
 

超
越
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
生
ず
る
。
そ
し
て
ま
た
 

一
 
方
 
、
本
来
 

無
 
で
あ
る
 

超
 

戯
者
が
自
ら
を
超
越
者
と
し
て
、
人
間
の
霊
の
無
な
る
 

根
抵
に
 

現
成
す
る
と
き
、
そ
こ
に
始
め
て
・
人
間
が
真
に
 

自
己
と
し
て
の
そ
の
 

霊
 

の
 
自
覚
を
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
超
越
者
 

と
 
自
己
と
の
間
の
い
ま
見
た
如
き
か
か
る
関
係
は
 

、
 
単
に
 
そ
こ
に
、
こ
の
両
者
の
 

間
に
、
 

無
を
媒
介
と
す
る
必
然
的
相
関
が
あ
る
と
い
う
 

ほ
 
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
根
源
の
無
の
中
か
ら
、
超
越
者
が
 

、
そ
し
て
ま
た
自
己
が
 



 
 

 
 

故
に
の
み
そ
れ
は
悪
で
あ
る
（
 

己
 の
 我
 性
的
な
欲
求
に
従
う
 

初
 

 
 

 
 と

見
徴
 
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
場
ム
ロ
、
意
志
は
悪
を
 

欲
求
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
 

ら
 、
そ
れ
が
悪
へ
と
 

熱
 2
 

説
己
 n
F
 
ア
 p
H
 

（
。
の
・
 

P
P
 

か
 
）
。
 

序
し
か
も
い
ま
・
自
己
に
生
得
的
な
こ
の
傾
き
に
 従
 う
 こ
と
が
善
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
傾
き
に
 従
 わ
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
欲
求
 

 
 

係
 そ
の
も
の
の
成
り
立
っ
 場
は
、
 先
に
「
 闇
 」
と
云
い
 
「
暗
夜
」
と
云
っ
た
、
か
の
無
の
場
所
に
他
な
ら
な
い
と
 云
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
様
な
自
由
の
場
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
が
、
第
一
の
み
 
小
数
的
自
己
否
定
で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
宗
教
的
自
己
否
 定
 に
お
い
て
ほ
 、
何
 

よ
り
も
、
自
己
の
な
す
 無
 化
の
働
き
が
、
先
ず
前
提
さ
れ
 て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
己
は
、
こ
の
悪
化
の
働
き
 を
な
す
生
得
的
な
傾
き
 

を
も
っ
て
い
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
存
在
の
 虚
し
さ
に
対
す
る
不
安
 は
 、
ま
さ
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
 も
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ル
 

ト
マ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
自
己
に
 生
得
的
な
こ
の
傾
き
は
、
そ
れ
自
体
、
自
己
に
内
在
す
 る
 超
越
者
の
像
（
 口
 二
 
%
 ）
 

で
あ
る
と
 見
徴
 さ
れ
て
い
る
。
超
越
者
は
霊
の
根
源
の
蛙
 心
 
に
お
い
て
自
ら
を
開
示
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
霊
の
な
 す
 能
動
の
無
に
も
働
き
 

か
け
、
ま
た
い
ま
そ
の
恵
み
に
よ
っ
て
、
か
か
る
形
に
お
 い
て
も
自
ら
を
顕
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
 る
 。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
 

お
い
て
は
、
超
越
者
を
目
ざ
す
自
己
に
生
得
的
な
こ
の
 傾
 き
は
、
自
己
に
附
与
さ
れ
た
「
善
へ
の
生
得
的
な
傾
き
 」
八
ロ
Ⅰ
 

0
 づ
 0
%
 
簗
 0
@
 臣
ヴ
 0
 。
 

3
 年
日
）
 
と
称
 ば
れ
て
い
る
が
、
従
っ
て
自
己
は
こ
の
 傾
 き
に
当
然
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
い
ま
、
善
は
欲
 永
 さ
る
べ
き
も
の
で
あ
 

る
と
い
う
こ
と
が
、
善
の
定
義
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 善
の
欲
求
に
お
い
て
、
そ
の
固
有
の
内
な
る
法
則
と
し
 て
の
こ
の
当
為
に
つ
い
 

て
知
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
従
っ
て
無
の
無
化
を
な
す
自
己
 の
み
が
、
先
の
如
き
自
由
を
 ぅ
 る
の
で
あ
る
小
く
 匹
 ・
 0
 持
日
 
曲
コ
 
コ
円
ヲ
 自
の
乙
Ⅰ
 

0
 
Ⅱ
 

共
に
現
成
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
 と
 同
時
に
・
こ
の
両
者
の
必
然
的
相
関
の
関
係
そ
の
も
の
 が
 。
こ
の
同
じ
、
根
源
 

の
無
の
申
か
ら
、
か
か
る
両
者
を
現
成
せ
し
め
る
関
係
と
 し
て
現
れ
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
先
に
超
越
的
自
由
と
 ね
 び
 、
 或
い
は
無
 産
的
 

自
由
と
称
た
だ
も
の
は
，
超
越
者
と
自
己
と
の
間
の
か
 か
る
相
関
の
関
係
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
 そ
し
て
こ
の
相
関
の
関
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の に 無 傾 そ ろ は の に と 

。 し す 、 生 は       かるも 棄てて三おⅡ け あって ぶなら 或いは は、 自 るのか 場 もつ ほ 自ら をもも 

温の しか も " ば超己 " 越が 自 。 合の " 無 っ てな の 
は ね そ そ 的 こ 己 そ 化 い の 

、 ば の こ 自 れ は の を る で 
つ な 無 に 由 ら こ 無 選 と あ 
ね ら 化 は と 二 れ 化 は 云 ろ   
自 ろ く を っ の 傾 向 う で 己 
己 ぅ 過 選 た い き よ 傾 は は 
  。 程 び 自 ず の り き な 超 
悪 趣 の 得 由 れ 中 も を い 越 
へ 越 中 る の か に ま も で 者 

0 内をあ 者に自形をあ 白熊、 っ前 ずもあ つるの へ 
仏 日 っ が で 等 て 提 て う 生 
に ざ て 存 お し   
っ 白 な て 。 選 ら ぬ と 自 な 
て 己 お い 自 択 め ば 云 己 傾 

、 の た る 己 し 無 な い が き 
た な え の が 得 仏 ら 得 自 を え す ず で 自 る を な る ら も 

ず 自 こ あ 己 自 選 い の の っ 

逆 已 め る 自 由 ぼ こ で 煮 て 
の の 悪 。 身 が な の あ 忘 り 

方 無 へ 自 を 存 い 第 る き る 

同化の己無しと へ ・傾は化ていの 一 自酌 。 支と 同 
司 郎 向 起 せ い う 宗 己 し 時 
き ち と 越 ん る こ 教 が 得 に 
寄 自 闘 者 と の と 的 か て   
せ 己 い を す で も 自 か い ま 
も め 、 目 る あ あ 己 る る た 
れ 根 そ ざ か る り 否 無 腸 そ 
て 掠 れ す の 。 得 宗 化 合 れ 

る 志 場 の し 中 
。 は に 様 て す 

こ お な い る 

こ い 煮 る と 

で て 志 も き 
は は は の に   

二 Ⅱ '@ 二 三 j Ⅴ・ " r 罪 し つ @ ま も 

を ま の い た 

欲 見 奴 て   
す た 隷 知 そ 
る か 」 つ れ 
が ぎ で て は 
放 り あ い 善 
に 、 る る @ 悪悪 な そ云 とか ら つ Ⅴ 、 
の の わ で て 

で も れ あ   
は め る る そ 

  の （ たく 固有 ょ 、 を欲す せ笘 ・ 従っ 

法則 意士かる意 の O 耳目 て亜ゆめ 

亡心とい申に が自コ こつ し 欝ココ臼 @ 
あ い   

を の 芽 意   即ち 支配 存 は 笘Ⅱ（。 志は そ 
し往 ヰ辱 し け 自 れ 
て な に 己 が 
い い こ 白 な 
な と 。 身 す 
い 考 こ を べ 

と え の 支 き 

い ら 第 自己 も 

う れ 一 し の 

こ る の て 、 
と で 宗 い そ 
@ こ あ 教 な し 
す る 的 い て 
ぎ ぅ 自 の 本 
ね 。 己 で 来 
い 悪 舌 あ 的 
の な 定 る に 
で る の 。 欲 

あ 煮 豆 そ 求 



い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
超
越
者
を
目
ざ
す
 場
ム
ロ
 
に
あ
っ
て
 も
、
 
つ
ね
に
自
己
に
つ
き
ま
と
う
悪
へ
の
傾
き
が
、
「
 と
 が
の
意
識
」
・
「
負
い
 

目
の
意
識
」
（
 ぎ
す
三
 リ
ビ
の
 
旧
口
 お
打
 由
コ
 ）
と
な
っ
て
自
己
 の
中
に
切
り
棄
て
ら
れ
ず
に
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
 て
そ
れ
を
も
切
り
棄
て
 

て
ゆ
 か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
ま
ず
こ
の
「
 と
が
 の
 ヱ
 
思
識
 」
へ
の
 内
 化
が
、
自
己
の
根
源
の
無
へ
の
 内
 化
に
先
 ん
ず
る
も
の
と
な
ら
ぬ
 

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
始
め
に
述
べ
た
第
二
の
宗
教
的
 自
己
否
定
は
、
ま
さ
に
か
か
る
所
か
ら
生
じ
て
く
る
の
 で
あ
る
。
 

こ
の
「
 と
 が
の
意
識
」
へ
の
内
仏
 は
 、
そ
れ
を
通
じ
て
、
 
自
己
の
悪
へ
の
傾
き
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
り
、
超
越
 者
へ
の
方
向
を
生
ぜ
 

し
め
る
よ
り
も
、
更
に
深
く
、
自
己
の
根
源
に
潜
む
 悪
 へ
の
傾
き
を
真
に
顕
わ
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
 亜
 ゅ
 へ
も
向
い
得
る
可
能
性
 

と
し
て
の
「
 と
 が
の
意
識
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
悪
そ
の
も
 の
へ
の
傾
き
が
、
そ
こ
に
 顕
 前
す
る
の
で
あ
る
。
超
越
 者
に
向
わ
ん
と
す
る
 自
 

己
は
 、
自
己
の
申
に
潜
む
悪
へ
の
可
能
性
の
故
に
 、
悪
 を
 怖
れ
る
。
悪
を
怖
れ
う
 つ
 ・
し
か
も
自
己
が
悪
に
引
き
 寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
 

を
 意
識
せ
ざ
る
を
得
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に
・
「
 と
 が
の
 上
 
暴
顕
 」
か
ら
自
己
の
「
罪
の
意
識
」
 

あ
む
コ
ナ
コ
 
す
の
 
毛
 け
お
 ぁ
 め
 
ぎ
）
へ
の
深
化
が
お
こ
 

な
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
 

自
 己
は
罪
の
意
識
の
申
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
超
越
者
を
 目
 ざ
し
て
い
る
も
の
で
 

あ
る
が
故
に
 、
 悪
の
中
に
あ
っ
て
悪
を
怖
れ
る
不
安
の
 中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
が
選
択
の
自
由
を
通
じ
て
 、
か
く
、
超
越
者
へ
の
 

方
向
を
と
ら
ん
と
す
る
 場
 ム
ロ
に
あ
っ
て
も
、
悪
は
 、
自
 己
の
霊
の
根
源
に
、
か
か
る
仕
方
で
そ
の
姿
を
現
し
出
す
 の
で
あ
る
。
だ
が
罪
の
 

意
識
の
次
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
自
己
は
 、
 悪
の
中
に
 あ
っ
て
悪
を
怖
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
な
お
自
己
の
中
に
 存
す
る
超
越
者
へ
の
 傾
 

き
に
よ
り
、
却
っ
て
超
越
者
を
怖
れ
、
超
越
者
に
対
し
て
 不
安
を
抱
く
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、
超
越
者
 に
 対
し
て
の
不
安
が
 、
 

読
 

ま
さ
に
悪
魔
的
と
云
わ
れ
る
も
の
に
 他
 な
ら
な
 

悪
魔
的
な
る
も
の
（
 倖
朗
忌
ヨ
 0
%
 お
オ
 ⑧
は
、
超
越
者
 を
 怖
れ
る
不
安
の
故
に
 、
こ
 

序
の
超
越
者
に
対
し
て
厳
し
く
自
己
を
閉
ざ
し
、
 
お
 く
 造
意
識
的
に
そ
れ
を
指
斥
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
 亜
 ゅ
庵
的
な
る
も
の
は
、
超
越
者
 

 
 

描
 

と
ほ
絶
対
的
に
相
反
し
、
そ
れ
と
は
如
何
な
る
 

係
わ
 
り
を
も
も
た
ず
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
る
も
 の
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
 

無
れ
 自
体
の
中
に
か
く
超
越
者
へ
の
傾
き
を
、
そ
の
 内
奥
に
宿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
悪
魔
的
な
る
 も
の
は
、
自
己
の
中
に
閉
じ
 

 
 

こ
も
る
閉
鎖
性
で
あ
り
、
不
自
由
性
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
 、
し
か
も
超
越
者
に
面
す
る
と
き
、
自
ら
の
意
志
に
反
 し
て
 顕
 わ
な
ら
し
め
ら
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と
す
る
場
合
、
そ
の
係
り
を
持
と
う
と
し
な
い
相
手
に
な
 お
 死
を
願
 う
 と
い
う
こ
と
、
死
を
願
わ
ざ
る
を
得
ず
 、
 ま
た
願
わ
な
け
れ
ば
 死
 

ぬ
こ
と
も
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
 そ
こ
に
は
、
一
見
、
悪
魔
的
な
る
も
の
の
悪
へ
の
徹
底
 以
外
の
如
何
な
る
も
の
 

  

だ
が
そ
こ
に
い
ま
、
一
つ
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
 即
 ち
 そ
の
場
ム
ロ
悪
霊
は
 
、
 自
ら
の
死
を
も
超
越
者
に
願
わ
な
 け
れ
ば
死
ぬ
こ
と
も
 

な
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
書
の
中
の
 、
か
 の
 、
悪
霊
に
っ
か
れ
た
も
の
を
描
い
た
一
節
に
は
、
そ
 う
 記
さ
れ
て
い
る
（
 マ
タ
 

イ
 八
・
二
八
 ｜
 三
四
）
。
超
越
者
に
係
り
を
持
と
う
と
し
 な
い
悪
霊
が
、
自
分
の
悪
の
立
場
を
ま
も
る
た
め
に
 悪
 の
ま
ま
死
ん
で
ゆ
こ
 う
 

閉
鎖
性
を
破
ら
れ
つ
つ
も
悪
の
立
場
の
徹
底
に
進
む
 、
悪
 魔
 的
な
る
も
の
の
深
化
の
道
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

がミ れ 選 で 

、 か ば あ 
悪 で ね る 

の あ ば と 

考え 立場ならる。 
を 悪 な ら 

、 震 い れ 

否 は ぎ る 
定 こ り で 
の う ぎ あ 
立 し り ろ 
場 て の う 

を救極 、 い限悪 。 
虚 を に 魔 
無 拒 立 的 
の 香 っ な 

立 し て る 

場 白 い も 

と ら る の 
徹 願 の は 
底 っ で か 

さ て あ よ 

せ宛 てん。 るう に - 
い で 教 趣 

つ い い 越 

た っ を 者 
と た 選 か 
い の ぶ ら 

う で か の 

こ あ " 働 
と る そ き 
で 。 れ か 

あ そ と け 
る れ も に 

で は 悪 徒 
あ 超 の お 
ろ 越 さ う 

う 者 ま と 

。 に に． し 
即 討 死 な 
ち し を い 
そ て 選 か 
こ 悪 ぶ ぎ 
に 魔 か り 

は 的     

、 ね そ そ 
自 る の の 

らもい死 のの ず を 

の
 働
き
か
け
を
拒
否
し
っ
づ
け
、
悪
の
ま
ま
に
そ
の
破
滅
 に
お
も
む
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
 悪
 魔
 的
な
る
も
の
の
自
殺
 

た
と
き
、
即
座
に
破
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
閉
鎖
性
を
 破
ら
れ
た
 場
 ム
ロ
・
悪
魔
的
な
る
も
の
の
と
る
道
は
 
、
し
 か
も
な
お
超
越
者
か
ら
 

田
 
ハ
 
%
 Ⅱ
 
ダ
 0
 
館
㏄
 
簿
 
Ⅱ
ロ
口
の
～
い
の
 

ぬ
 （
 
片
 
h
h
 
 

心
肝
二
幅
 

の
 
（
 
"
 
 
パ
 の
で
・
も
・
）
。
 

第
二
の
宗
教
的
自
己
否
定
の
な
す
無
の
無
化
は
、
か
か
 る
 自
己
の
無
が
超
越
者
に
よ
っ
て
無
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
 る
が
、
そ
れ
ほ
 、
い
 

ま
 ・
悪
魔
的
な
る
も
の
の
閉
鎖
性
が
、
超
越
者
の
な
す
 蛙
 い
 の
 無
 化
の
働
き
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 。
こ
の
こ
と
は
悪
魔
 

的
な
る
も
の
の
救
い
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
 し
 か
も
そ
れ
は
・
悪
魔
的
な
る
も
の
の
立
場
か
ら
は
、
 悪
 魔
 的
な
る
も
の
自
体
の
 

破
滅
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
怖
れ
る
が
 故
に
こ
そ
、
悪
魔
的
な
る
も
の
は
、
超
越
者
に
対
し
て
 己
 れ
を
閉
鎖
せ
ん
と
し
た
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
者
と
の
如
何
な
る
係
り
を
も
 拒
 片
 せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
閉
鎖
性
は
 超
越
者
の
働
き
に
接
し
 

Ⅰ あ 2) 

れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
悪
魔
的
な
る
も
の
こ
そ
が
、
 第
二
の
宗
教
的
自
己
否
定
の
目
ざ
す
自
己
の
無
の
究
極
 の
形
態
で
あ
る
（
 く
笹
 

 
  

 



「 無底と悪 」序説 

で 照 そ け え の の と が と 釣 る の ブ い と も   
れ み 真 る る ち の は 。 も 越 ら 的   微 香 冒 さ ま に 

あ 者 は な せ 定 業れ た 見 亜 救の圭口 であ を つつ ヮ 、 ， 。 ヮ ， 。 また j い 

済 そ で べ こ そ る 魔 
し れ あ か の の と 的 えた。 従 る。 のなす そこ るもの つ しめ におい もある た信を 起 その 

っ 無 に が つ て の 意 越 し   
で て れ フ 越 度 こ の の 働 の 越 か 起 る て 信 悪 
あ い は に 者 的 と と 信 き 微 音 も 越 （ い じ 霊 
る る 悪 よ は な も 相 
と 超のれそ白田 反 のが底をそ 働見 が前のの 者拙 稿 るたが とと 悪 

き ら あ に 徹 な 「 居 、 い の   は れ る し 底 す 悪 え ぅ ま 
れ こ を ド ら 要 で も 、 得 ば て し 悪 霊 る 事 ま 
る そ 予 ス の 求 あ の 起 る か 自 た の に の 実 死 

。 が 想、 ト 中 し ろ で 越 の り ら 悪 熱 つ で が の 者 で で な の 化 か あ つ . 「 今人 " すェ るフ にて " レ ¥ う。 ある に あ あ し 底 の れ る 隠、 と 

宵 闇 と ス 悪 る だ が よ る っ た に 働 し 。 さ 超 
全 の 語 キ を も が 故 っ 。 た 白 隠、 き も 「 れ 越 
て 根 っ l 本 の こ に 
の 源 て は 包 で の   てし なかだ 。 己 香 さはの れ、 日霊 悪 て い 者に 

さ も が 定 て か ど る 願 
人 が潜るのつる にいこみあ 起 越れ そ 
私 む （ 様 っ か 者 自   

な 願超考 ね め ハ 信 で 超 

由 を 相 の る の ま 対 待 と 態 。 め か そ 
マ の 。 れ 

タ そ き に て い う あ い 且 口 を で 悪 の で る て ち 許 
あ 魔願 あ と 悪 い こ し   る の た 

ょ、 根抵に 第三章 見 倣し 存在で とだけ 悪 その Ⅴ ぇ   
  ヤ の う 

ま 参 、 な 考 へ も こ の た 魔 あ ち コ 願 こ 

25 ( 捲 ) 
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な 白 な ば 無 在 
る 身 さ 第 な 化 り 我 次 以 々 は もの の根源 ず、 ま 二の宗 らない への道 方 につ 

上 の た 教 の に い に 

に 恵 選 的 で も て     

" を 訳 官 あ 通 " こ   
自 ら さ 定 促 進 越 
己 な れ の 
の り ば   立 

つ め 者 
て て を 

悪 と な 場 そ め 忘 
を い ら か こ き 去ロ 

に た し 
もうぬ 如 ここ ち 云   ま い 去 
ら と と え た と っ 

な に を ば 、 居 、 た 
い な 知   

程 る ら 超   
に 。 ぬ 越 何 そ の 
" だ と 者 

そ が い を 
ら し 在 
か て り 

の し ぅ 忘 
悪 か こ れ のこ 超の、 方 
の し と 去   
根 、 て， る ハ 起 し 
が こ あ こ 

深 め る と 

い 場 。 は 
者越て ） 者更 
へ そ に 

の の ま 

存 の 超 
し 否 越 
て 定 者 
い の そ   る 道 の 
と が も   

  
ぅ え %  芝ヒ 

  こ お も 

と ま 否   
き " た " 定 し   

己 な な そ え 底 っ 

て し た 
否 定悪 おくの 、 選 ゆ た 自 

の 魔 白 沢 か 無 己 
立 的 己 を ね の の 

無 の ば   るも にはは、 とは ろぎ目黒、 あ か 走 るぼ 

  
と の 故 も   
そ尋 て こ   の悪が ら 

な な の 超 8 、 を出 し 

  



場
か
ら
云
っ
て
も
、
超
越
者
を
忘
却
し
て
い
る
こ
と
は
、
 自
己
の
虚
し
さ
の
無
を
通
じ
て
超
越
者
に
向
 う
、
 自
ら
 の
 善
へ
の
傾
き
を
知
ら
 

ず
 、
は
た
ま
た
、
そ
れ
に
身
を
委
ね
よ
う
と
し
な
い
と
 

忘
却
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
を
宗
教
的
自
己
否
 

状
態
で
あ
る
。
無
で
あ
る
自
己
を
無
化
す
る
の
で
は
な
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
が
無
で
あ
る
が
ま
ま
 

め
る
こ
と
、
と
も
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

附
 託
さ
れ
、
存
在
す
る
も
の
へ
 企
投
 的
に
関
ら
し
め
ら
 

っ
て
も
、
自
己
の
無
で
あ
る
状
態
を
忘
れ
去
っ
て
い
る
と
 

態
 に
沈
価
し
、
そ
れ
に
止
ま
る
と
い
う
こ
と
が
、
 他
な
 

ひ
 と
 べ
 
即
ち
日
常
性
の
立
場
に
近
い
と
も
云
え
る
で
あ
 

れ
て
あ
る
無
を
、
ま
た
そ
の
無
に
対
す
る
不
安
を
忘
却
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
日
常
性
は
、
人
間
が
 、
 

無
 に
沈
 滴
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
無
を
揮
発
せ
し
 

定
の
無
の
無
化
に
対
し
て
、
い
わ
ば
無
の
機
 無
 ・
即
ち
 妊
 

く
、
 無
で
あ
る
そ
の
状
態
の
ま
ま
で
、
無
で
あ
る
こ
と
を
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
い
ず
れ
の
宗
教
的
自
 

の
姿
に
沈
 価
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
 無
 そ
の
も
の
 

れ
て
あ
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
 

ら
ぬ
人
間
の
有
限
性
な
の
で
あ
る
。
人
間
ほ
、
そ
の
本
源
 

せ
し
め
る
日
常
性
、
そ
の
無
か
ら
の
顛
落
態
と
し
て
の
 日
 

自
ら
が
無
に
さ
し
か
け
ら
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
り
な
が
 

い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
無
の
状
態
の
中
に
深
 

ろ
 う
 。
そ
れ
は
、
人
間
を
し
て
、
そ
の
自
ら
の
存
在
が
 

め
て
い
る
か
か
る
立
場
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
う
。
。
 
&
 

か
そ
の
も
の
を
揮
発
せ
し
 

己
 否
定
の
立
場
か
ら
 云
 

忘
却
し
て
ゆ
く
、
ま
た
 

く
沈
価
 し
て
い
る
と
い
 

を
 隠
蔽
せ
し
め
て
い
る
 

常
 性
の
立
場
で
あ
る
。
 

そ
の
上
に
さ
し
か
け
ら
 

ら
 、
存
在
す
る
も
の
へ
 

か
る
立
場
、
か
か
る
 状
 

の
 無
を
忘
れ
る
程
に
も
 

珪
紺
麓
コ
，
 （
世
間
の
 

有
限
で
あ
り
、
虚
無
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 即
 ち
 人
間
は
、
世
間
の
申
に
あ
る
存
在
、
い
わ
ゆ
る
世
界
内
 
存
在
（
（
 
コ
 ・
 
ロ
の
 
～
。
目
の
干
 

説
 
汐
里
）
な
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
世
間
に
の
み
 関
 り
 ・
ま
た
同
じ
く
、
有
限
な
存
在
者
に
の
み
関
っ
て
 
、
 そ
れ
ら
に
対
し
て
の
顧
慮
 

序
 
（
の
。
 

お
 ③
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
存
在
の
根
 抵
に
 置
か
れ
た
無
を
接
 無
 す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

悪
 

ハ
イ
ム
ア
ッ
 

ガ
 ー
の
場
合
、
か
よ
う
に
、
有
限
な
存
在
者
へ
 人
間
を
附
記
 L
 関
ら
し
め
、
従
っ
て
人
間
を
し
て
ま
さ
 に
 有
限
た
ら
し
め
る
 
目
 

 
 

 
 

 
 

無
 
も
の
は
、
し
か
も
他
な
ら
ぬ
 無
 な
の
で
あ
り
、
 無
 の
 悪
化
の
働
き
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
 無
 の
悪
化
な
る
言
葉
は
 、
 

 
 

 
 

「
 
無
 自
身
が
無
化
す
る
（
 し
舖
崔
 宇
ぁ
 ぉ
宇
笘
 三
目
（
 
0
 
（
 ）
」
（
目
の
口
の
㏄
 

ぬ
の
 
（
 
@
 
 
ま
 「
丼
の
か
の
（
 

ヲ
 （
の
（
申
せ
ず
㎏
の
 

ョ
オ
吋
 
。
の
・
 

ぴ
 ）
）
 
こ
と
で
あ
っ
て
 、
 
無
が
 



      

自
ら
を
存
在
す
る
も
の
全
体
の
根
 抵
 と
し
て
顕
現
す
る
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
、
ま
た
存
在
す
る
も
の
が
 有
限
で
あ
る
こ
と
は
、
 

こ
の
 無
 自
身
が
自
ら
を
 顕
 わ
し
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
 無
 化
の
働
き
そ
の
も
の
が
、
 人
 間
 に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
 

蔽
わ
れ
る
程
に
深
く
、
そ
の
有
限
性
の
申
に
無
が
顕
現
 L
 
し
て
い
て
Ⅰ
の
で
あ
ス
り
ハ
ン
ト
 

住
 ・
 コ
 の
 
ズ
 4
%
 
㏄
の
Ⅱ
 

ぎ
ニ
 ・
甲
の
 ト
 
）
 

こ
の
無
の
無
化
な
る
言
葉
は
、
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 使
 っ
た
 意
味
に
お
い
て
ほ
、
先
述
の
・
宗
教
的
自
己
否
定
 に
お
け
る
無
の
無
 

化
 、
即
ち
 、
 無
の
自
覚
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
 の
そ
れ
と
は
、
全
く
異
っ
た
ふ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 無
 の
 無
 化
は
、
宗
教
的
 

自
己
否
定
の
場
合
、
「
無
を
無
化
す
る
」
こ
と
と
し
て
 皿
 嫡
の
自
覚
で
あ
る
が
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合
そ
れ
は
、
 
「
 
無
 自
身
が
無
化
す
る
」
 

こ
と
と
し
て
、
無
の
揮
発
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
 し
 か
も
同
時
に
こ
の
無
の
無
化
は
 、
 無
が
存
在
す
る
も
の
 全
体
の
根
 抵
 と
し
て
 自
 

ら
を
 顕
 わ
し
出
す
こ
と
、
即
ち
存
在
す
る
も
の
の
全
体
が
 崩
落
的
（
 ア
田
コ
 

（
日
）
 

仔
 ）
な
も
の
と
し
て
 顕
 わ
に
さ
れ
る
こ
 と
で
あ
る
が
故
に
 、
そ
 

こ
に
は
、
「
不
気
味
さ
の
う
ち
に
お
い
て
自
己
自
身
 へ
単
 独
 化
さ
れ
、
無
の
内
へ
投
げ
ら
れ
た
自
己
」
（
 円
ぎ
毬
 ㏄
 e
r
 
 

の
曲
 

コ
 /
 コ
隼
い
 
e
 ぎ
 。
 

卯
 
N
q
q
 

）
の
不
安
が
顕
 

わ
 と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
 ツ
ガ
 ー
に
と
っ
て
、
こ
の
「
不
安
の
無
の
明
る
き
夜
の
 中
 に
」
、
無
の
隠
蔽
を
脱
 

し
 、
存
在
す
る
も
の
全
て
へ
の
自
己
の
関
り
を
超
え
、
 虹
 @
 
に
さ
し
か
け
ら
れ
て
あ
る
自
己
の
本
来
的
な
在
り
方
そ
 の
も
の
、
更
に
無
そ
の
 

も
の
、
ま
た
無
の
働
き
そ
の
も
の
を
問
 う
 こ
と
が
、
 形
 面
上
学
の
本
務
で
あ
る
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
 が
 、
日
常
性
の
立
場
を
 

脱
し
、
存
在
す
る
も
の
を
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
 全
 体
 的
に
把
握
し
得
る
超
越
の
場
に
立
つ
こ
と
な
の
で
あ
 る
 （
 
く
牡
 ・
二
の
ま
の
 

ぬ
 g
e
r
 

旧
球
 
@
 
の
 
（
 ま
痒
 P
 
せ
才
ぜ
の
ゃ
オ
づ
 

。
の
・
 

窩
 ）
。
し
か
も
こ
の
こ
と
 ほ
 同
時
に
、
自
己
が
自
己
の
存
在
の
本
質
的
な
在
り
方
に
 
徹
す
る
と
い
う
こ
と
、
 

即
ち
自
己
が
そ
の
有
限
性
に
・
従
っ
て
そ
の
「
死
へ
の
 存
在
」
と
し
て
の
虚
無
性
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
に
 他
な
 ら
な
い
の
で
あ
る
。
 そ
 

れ
 故
、
 か
 よ
 う
 に
自
己
を
超
越
の
場
に
立
た
し
め
，
 存
 在
 理
解
を
成
り
立
た
し
め
る
形
而
上
学
は
 、
 他
な
ら
ぬ
 有
 根
釣
存
在
と
し
て
の
 人
 

間
の
本
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
存
在
の
根
源
 的
な
出
来
事
・
 否
 、
人
間
存
在
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
云
わ
 れ
る
の
で
あ
る
（
 由
由
一
 

ら
 0
 ㏄
的
の
Ⅱ
 

@
 
 
ヨ
ズ
レ
 
・
の
・
㏄
 

田
 
。
㏄
㏄
）
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
 う
 か
か
る
形
而
上
学
は
、
人
間
存
在
 の
根
源
の
無
を
無
と
し
て
問
い
そ
の
無
の
底
に
徹
底
し
 て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
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・
㌔
 

が
 故
に
 、
 或
る
意
味
で
は
、
先
の
第
一
の
宗
教
的
自
己
 否
定
に
お
け
る
無
の
無
化
と
一
つ
に
考
え
て
も
よ
い
面
を
 も
っ
て
い
る
と
も
云
え
 

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
宗
教
的
自
己
否
定
の
場
ム
ロ
・
 

そ
の
魚
の
無
化
は
、
自
己
の
有
限
性
か
ら
の
離
脱
と
い
 う
 形
で
、
そ
の
無
へ
の
 

徹
底
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
無
の
根
 抵
 に
お
い
て
 無
 た
る
超
越
者
と
の
合
一
が
目
途
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
 い
 ま
こ
の
場
 ム
ロ
 
ハ
イ
デ
ッ
 

ガ
 ー
の
い
 う
 形
而
上
学
は
、
自
己
の
有
限
性
そ
の
も
の
 へ
の
徹
底
で
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ま
こ
の
場
 ム
ロ
こ
 
の
 両
者
に
、
同
じ
く
 自
 

己
の
存
在
の
根
源
の
無
へ
の
無
の
無
化
の
形
態
が
考
え
 ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
か
か
る
相
異
が
あ
る
の
で
 あ
り
、
従
っ
て
ま
た
そ
 

の
無
 化
に
よ
り
達
せ
ら
れ
る
 無
 そ
の
も
の
の
形
態
に
つ
い
 て
も
、
ま
た
同
じ
く
そ
れ
ら
の
無
に
対
応
す
る
超
越
の
 場
は
 
つ
い
て
も
、
や
は
 

り
 相
異
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

今
日
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
無
を
超
越
の
場
と
は
せ
ず
、
「
 存
在
」
を
そ
れ
と
し
て
考
え
、
人
間
存
在
を
、
根
源
的
に
 こ
の
「
存
在
」
か
ら
 

出
で
立
っ
も
の
、
そ
れ
か
ら
現
成
す
る
も
の
と
し
て
 規
 定
 し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
先
の
第
一
の
宗
教
的
自
己
否
 定
 に
お
け
る
、
超
越
者
 

も
 無
で
あ
り
自
己
も
無
で
あ
る
根
源
の
無
の
申
か
ら
一
切
 が
 現
成
し
来
る
と
い
う
立
場
に
、
ま
た
何
ら
か
近
い
も
 の
を
見
せ
て
い
る
と
も
 

 
 

序
 
説
の
点
に
つ
い
て
は
い
ま
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
ず
、
後
 

@
 
：
 

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
近
似
に
も
拘
ら
ず
、
 

き
、
根
源
の
無
に
お
け
る
自
己
と
超
越
者
と
の
相
即
的
 

る
 、
か
の
一
切
が
現
成
し
来
る
根
源
の
無
な
る
場
に
 、
よ
 

る
 。
し
か
も
こ
の
場
合
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
存
在
」
を
 

に
 詳
し
く
考
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
 う
 。
 

相
関
に
よ
る
無
か
ら
の
現
成
と
も
い
 う
 べ
き
も
の
は
存
し
 

更
に
「
存
在
」
と
し
て
規
定
し
た
と
き
、
第
一
の
宗
教
 

り
 
一
層
 近
 づ
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
 

こ
の
「
存
在
」
に
あ
っ
て
は
、
か
の
第
一
の
古
木
 

教
 的
自
 的

 自
己
否
定
に
見
ら
れ
 

己
 否
定
に
見
ら
れ
る
 如
 

て
は
い
な
い
の
で
あ
 

ろ
 う
 。
だ
が
、
こ
れ
ら
 

L
 
仁
 

底
 

無
 

サ
ル
ト
ル
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
う
か
か
る
 超
越
の
場
と
し
て
の
無
を
、
そ
れ
自
体
存
在
と
な
る
も
の
 と
し
て
、
次
の
如
く
批
判
し
 

 
 

て
い
る
。
「
無
は
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
無
は
八
存
在
 さ
れ
る
Ⅴ
の
で
あ
る
へ
目
 

Z
 か
ゆ
コ
 
（
八
の
の
（
 
か
 （
 
か
 Ⅴ
）
。
 無
 は
 自
ら
無
化
す
る
の
で
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い
る
人
間
が
、
そ
の
自
ら
の
存
在
そ
の
も
の
の
本
源
の
無
   

わ
な
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
無
が
世
界
に
到
来
せ
し
 
し
 

さ
れ
た
幾
つ
か
の
無
の
無
化
の
い
ず
れ
の
形
態
と
も
 異
っ
  
 

「
そ
の
存
在
に
お
い
て
無
を
無
化
す
る
」
 

9
 幹
 コ
 （
 
@
 
の
の
Ⅰ
 
ピ
 

人
間
の
な
す
一
つ
の
 無
 化
的
な
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 
 
 

は
先
程
の
宗
教
的
自
己
否
定
に
見
ら
れ
た
如
き
、
自
己
の
 
 
 

る
。
そ
れ
は
、
そ
の
本
源
に
お
い
て
無
で
あ
り
、
虚
し
い
 
 
 を

無
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
 て
、
 無
が
 無
 と
し
 

め
ら
れ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
無
の
無
化
は
い
ま
の
場
合
 、
こ
れ
ま
で
に
 

た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 即
 ち
 そ
れ
は
・
 人
 

之
ぎ
 ヨ
ロ
が
 コ
 の
の
 
c
 コ
ロ
（
の
）
と
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
 
、
そ
れ
 故
 そ
れ
 

て
は
な
ら
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 ナ
 
-
 の
場
ム
ロ
 
、
虹
ハ
の
 

な
す
、
そ
の
本
源
の
無
を
無
化
し
て
ゆ
く
働
き
と
い
う
 も
の
で
は
な
い
の
 

も
の
と
し
て
あ
る
人
間
が
・
そ
の
様
な
も
の
と
し
て
そ
 @
 
」
に
存
在
し
て
あ
 て

顕
 

叙
述
 

間
が
 

ま
、
 

 
 

無
化
 

で
あ
 

る
 こ
 

い
ま
引
い
た
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
は
 、
 要
す
る
に
、
無
は
 ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
う
如
き
自
ら
無
化
す
る
も
の
な
の
で
 は
な
く
、
そ
れ
は
 無
 

化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 即
 ち
 本
来
 無
 で
あ
る
人
間
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
 て
 絶
え
ず
無
を
支
え
て
 

る
よ
う
な
一
つ
の
 無
 化
的
な
行
為
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
 。
む
し
ろ
こ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
存
在
の
 、
 一
つ
の
 
存
在
論
的
性
格
と
解
し
 

 
 

Ⅰ
 
つ
 り
で
さ
。
そ
し
て
更
に
、
こ
の
、
自
己
自
身
の
無
 で
あ
る
よ
う
な
存
在
と
 

は
、
 即
ち
人
間
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
「
人
間
こ
そ
が
、
 無
を
世
界
に
到
来
さ
せ
る
存
在
な
の
で
あ
る
」
（
の
曲
（
（
「
 

ハ
 
W
 出
す
ぎ
・
㌧
・
 

ゅ
っ
 
）
。
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はな 存在は、 至 @ こ o るよ 特性 その い （Ⅰの 存は そ ・ その 来せし 一 うな とする ほかに 

の 柱 の つ 一 無 z 
存 た る の っ を 幹 
在 お 在 在 の 無 二 

ののの 在は・自身のⅤ コ 、て、 在 存在、 化する 

  
ば で を あ ょ ゴ は 

  

で 

る 

  
ち 世 至 lj : を を Ⅴ   
拠 来 し を に す て 
と ら め 性 来 る み 
要 し る 昇 ら こ ろ 
求 め 存 の し と と 

す る 在 中 め を   



「無産 

に
そ
れ
が
自
由
な
る
在
り
方
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
更
に
 

、
自
由
そ
の
も
の
を
求
め
る
自
由
の
働
き
と
い
う
意
味
 

 
 

あ
る
。
即
ち
「
自
由
は
、
そ
れ
自
ら
を
意
志
す
る
以
外
 

に
 目
的
は
な
い
も
の
で
あ
り
 
目
 「
自
由
そ
の
も
の
と
し
て
 

の
 自
由
の
探
究
 口
 （
 
サ
 
3
 

とま悪 」 

ず
 ・
更
に
働
き
と
し
て
の
 
無
 化
と
い
う
意
味
を
も
附
け
 
加
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
い
ま
こ
の
自
由
と
い
う
 

場
合
に
お
い
て
も
、
 
単
 

㏄ 9) 

と
が
、
即
ち
無
の
無
化
で
あ
る
と
い
う
如
き
意
味
の
も
 の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
あ
っ
て
は
、
無
化
は
 、
 虚
し
 い
も
の
と
し
て
あ
る
 人
 

間
が
、
 真
に
何
も
の
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
な
い
虚
し
 い
も
の
と
し
て
そ
こ
に
置
か
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、
 そ
 の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
 

の
で
あ
る
。
い
ま
自
己
が
か
よ
う
に
全
て
の
支
え
か
ら
は
 た
 た
れ
て
あ
る
在
り
方
は
、
サ
ル
ト
ル
に
よ
っ
て
自
由
 と
名
 附
け
ら
れ
て
い
る
 

（
山
す
ヰ
色
・
 

ロ
 ・
 
日
 ）
。
人
間
が
、
か
く
何
も
の
に
よ
っ
て
も
 
支
え
ら
れ
な
い
虚
し
い
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
自
由
な
る
 も
の
と
し
て
存
在
し
て
 

あ
る
こ
と
が
、
「
存
在
に
お
い
て
の
無
の
無
化
」
と
い
，
 
フ
 こ
と
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
、
宗
教
的
自
己
否
定
の
出
発
点
と
も
な
る
自
己
の
 存
在
の
根
源
の
無
が
、
ま
ず
真
に
無
と
し
て
そ
こ
に
 置
 か
れ
て
あ
る
、
 或
い
 

ほ
 そ
こ
に
置
か
れ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
 も
 云
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
 て
も
見
ら
れ
た
如
く
 、
 

自
己
が
真
に
自
己
の
有
限
性
に
、
虚
無
性
に
徹
す
る
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
が
真
に
虚
し
い
も
の
と
し
て
あ
 る
な
ら
ば
、
そ
の
時
 、
 

そ
こ
に
は
、
何
ら
超
越
的
本
質
的
存
在
に
よ
る
支
え
は
 存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
は
全
て
の
支
え
か
ら
は
な
 た
 れ
て
、
そ
の
故
に
不
安
 

の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
 サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
自
由
と
称
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 が
、
 従
っ
て
自
由
 は
、
 

か
 よ
 う
 に
、
一
切
の
超
越
的
本
質
的
存
在
か
ら
、
「
人
間
 存
在
を
孤
立
さ
せ
る
よ
う
な
一
つ
の
無
を
分
泌
（
の
か
 
c
r
 
か
 
（
の
「
）
 

す
二
 Ⅰ
」
 ト
し
と
イ
巳
あ
 

る
と
云
わ
れ
て
い
る
（
円
安
十
で
・
 

目
 ）
。
こ
の
「
無
の
分
泌
 
」
な
る
言
葉
は
、
先
程
触
れ
た
、
無
を
世
界
に
到
来
せ
 し
め
る
と
い
う
こ
と
と
 

別
 で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
を
世
界
に
到
来
せ
し
め
た
 も
の
は
、
「
存
在
に
お
い
て
の
魚
の
無
化
」
で
あ
っ
た
が
 、
こ
の
悪
化
は
、
「
 自
 

由
 」
な
る
在
り
方
と
一
つ
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
 
こ
の
無
の
無
化
が
無
化
の
働
き
を
意
味
し
な
い
と
 同
 様
 、
自
由
も
こ
こ
で
は
 

な
お
自
由
の
行
為
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
無
の
無
化
は
、
こ
の
「
存
在
に
お
い
て
の
 無
 化
」
と
い
 ぅ
 意
味
だ
け
に
と
ど
ま
ら
 



の
 自
由
そ
の
も
の
を
求
め
る
働
き
を
な
す
と
い
う
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
は
自
由
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
自
己
が
 、
真
 に
 自
由
な
る
も
の
で
あ
 
ゆ
 

ら
ん
が
た
め
に
、
自
由
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
由
を
意
 士
 
心
す
る
働
き
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
い
ま
こ
の
働
き
 は
、
 無
の
無
化
の
働
き
 

で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
働
き
と
し
て
の
 無
 化
に
よ
っ
て
 、
自
己
の
無
は
更
に
無
化
さ
れ
、
 

無
 
へ
と
深
化
せ
し
め
 
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
存
 

在
 に
お
い
て
の
無
の
無
化
が
 、
 働
き
と
し
て
の
無
の
無
 化
に
よ
っ
て
 、
 真
に
そ
の
 
無
 へ
と
徹
底
せ
し
め
ら
れ
る
の
 

で
あ
る
。
「
人
間
存
在
 

が
 世
界
の
全
部
、
あ
る
い
は
一
部
を
否
定
す
る
こ
と
が
 出
来
る
た
め
の
条
件
は
、
人
間
存
在
が
、
自
分
の
現
在
を
 自
分
の
全
過
去
か
ら
 分
 

つ
こ
の
何
も
の
で
も
な
い
も
の
（
 
H
@
 
の
コ
 
）
と
し
て
、
自
分
自
 身
の
中
に
無
を
た
ず
さ
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
 （
の
曲
Ⅱ
 

円
 
Ⅰ
の
 
ぎ
ミ
 ・
で
・
㏄
 

り
 ）
 
0
 

即
ち
 、
 無
の
無
化
は
こ
こ
で
は
、
自
己
が
た
ず
さ
え
る
 そ
の
無
に
よ
っ
て
、
一
切
を
否
定
す
る
働
き
と
な
る
の
で
 あ
る
。
 

存
在
に
お
い
て
の
魚
の
無
化
は
、
宗
教
的
自
己
否
定
の
虹
 @
 
の
 悪
化
の
出
発
点
と
も
な
り
得
る
無
が
 、
 真
に
何
も
の
 に
よ
っ
て
も
支
え
 も
 

れ
な
い
 無
 と
し
て
、
先
ず
そ
こ
に
置
か
れ
て
あ
ら
ね
ば
な
 ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
サ
ル
ト
ル
の
場
 ム
ロ
、
か
か
る
無
か
ら
 発
 

す
る
働
き
と
し
て
の
魚
の
無
化
は
、
宗
教
的
自
己
否
定
 の
そ
れ
と
は
 異
 っ
た
方
向
に
向
 ぅ
 で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
 の
い
ず
れ
の
 無
 化
も
 、
 

か
か
る
無
か
ら
発
す
る
働
き
と
し
て
の
悪
化
で
あ
り
、
 

共
 に
 同
じ
く
こ
の
無
を
無
化
し
、
そ
れ
を
深
化
せ
し
め
て
 ゆ
く
の
で
は
あ
る
が
、
 

そ
れ
が
サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
決
し
て
如
何
な
る
形
の
超
越
 者
を
も
目
ざ
す
無
の
無
化
と
は
な
ら
ず
、
お
 ょ
そ
 超
越
 的
な
る
も
の
の
全
て
を
 

否
定
す
る
無
化
の
働
き
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
 と
よ
り
第
一
の
宗
教
的
自
己
否
定
の
場
合
に
も
、
超
越
者
 は
こ
の
否
定
の
働
き
に
 

よ
っ
て
無
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
自
己
の
無
 底
 的
自
 由
 と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
 場
合
、
そ
の
な
す
 無
化
 

の
 働
き
は
や
は
り
、
善
へ
の
傾
き
と
し
て
、
 

無
 な
る
超
越
 者
を
目
ざ
し
て
な
す
有
限
性
の
無
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
 る
 。
即
ち
そ
れ
は
、
 
自
 

己
 自
身
の
有
限
性
の
無
化
が
・
同
時
に
、
超
越
者
そ
の
 も
の
に
附
加
さ
れ
て
あ
る
有
限
的
要
素
の
一
切
の
否
定
と
 な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

だ
が
サ
ル
ト
ル
の
場
 ム
臥
 こ
の
第
一
の
宗
教
的
自
己
否
 定
 の
 無
 な
る
超
越
者
す
ら
も
、
そ
こ
に
潜
む
生
得
的
な
 
善
 へ
の
傾
き
の
故
に
、
お
そ
 

ル
ト
ル
コ
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
し
大
上
 
ハ
 、
七
頁
）
が
、
人
間
の
な
す
行
為
の
究
極
の
意
味
と
な
 る
の
で
あ
る
と
云
わ
 

 
  

 

れ
て
い
る
。
一
切
の
本
質
的
超
越
的
存
在
か
ら
は
な
 た
 れ
て
自
由
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
不
安
の
中
に
 あ
る
自
己
が
、
な
お
そ
）
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し の ず す る た 自 の 出 は 独 あ く 
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自 活 そ 。 と ず を け れ 人 あ が 定 
己 の こ 

し た い ぅ自 枝道もた間る りなかは」。 し 、 し 去 
は 、 全に 体は か ら 

こ は 、 も れ 
在 

の 、 そ   
無 無 の @t - 一 - 
か の 行 

々 を 

ら 上 為 妨げ 自らせ 真蓼 よ、 発 に を 
し 凝 視 
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                  Ⅱ   

を
 選
ぶ
実
存
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
、
絶
対
で
あ
る
 と
い
う
こ
と
と
の
間
に
ほ
 、
 何
の
違
い
も
な
い
」
（
 回
 、
五
 八
頁
）
の
で
あ
る
。
 

一
切
の
超
越
的
本
質
的
存
在
を
否
定
し
た
自
己
の
主
体
性
 が
、
 全
き
自
由
の
中
に
お
い
て
な
す
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
 、
 全
て
無
か
ら
の
創
造
 

0
 行
為
と
し
て
、
こ
こ
に
絶
対
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
く
 る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
な
す
行
い
が
全
て
善
で
 あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
 

あ
る
。
「
と
い
う
の
は
、
我
々
は
決
し
て
悪
を
選
び
 得
 な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
何
故
な
ら
・
「
あ
れ
か
こ
れ
か
 
、
 （
 
圭
 目
か
舌
ヰ
 

小
 
か
 ）
、
そ
の
い
 
F
 
Ⅱ
 
立
 ノ
 

れ
か
で
あ
る
こ
と
を
選
ぶ
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
選
ぶ
そ
の
 も
の
の
価
値
を
同
時
に
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
 同
 ・
 二
 二
頁
）
。
だ
が
い
ま
 

自
己
の
な
す
行
な
い
が
全
て
善
な
の
で
あ
る
か
ら
、
 悪
 は
 選
び
得
ず
・
「
わ
れ
わ
れ
が
選
ぶ
も
の
は
常
に
善
で
あ
 る
 」
小
圃
、
二
二
頁
）
 

と
 云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
・
通
常
善
悪
の
選
 択
 が
な
さ
れ
る
価
値
の
場
を
超
え
た
そ
の
彼
岸
に
お
 い
 て
 、
自
己
の
な
す
行
い
 

が
 全
て
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
圭
ロ
で
あ
る
も
の
は
、
万
人
 
に
 @
P
 

し
っ
て
も
上
手
木
 

@
 
も
 
仁
義
 
ロ
 
で
ム
 
什
 け
い
 
レ
 
@
 
し
い
う
こ
Ⅰ
 

P
 し
 
ほ
山
か
り
 

リ
ノ
得
た
い
 

ハ
 

い
 」
（
 
同
 、
一
一
一
一
頁
）
 

、
 

と
 云
わ
れ
る
。
自
己
に
と
っ
て
善
で
あ
る
も
の
が
、
他
人
 に
と
っ
て
も
善
で
あ
る
様
な
社
会
的
関
係
が
そ
こ
に
 現
 わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
即
ち
、
自
己
の
為
す
か
か
る
自
由
の
行
為
は
 、
全
 く
 他
人
の
自
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
他
人
の
自
由
 も
 我
々
の
自
由
に
よ
っ
 

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
「
他
人
の
自
 由
 を
も
同
様
に
目
的
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
私
の
 自
由
を
目
的
と
す
る
こ
 

と
は
出
来
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
が
自
己
 自
 身
の
投
企
に
お
い
て
、
人
間
的
世
界
の
関
連
の
中
に
・
 契
 約
 
（
の
 
コ
 ぬ
申
㏄
 

0
 
日
の
 
コ
 （
）
の
 

中
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
主
体
性
の
相
互
の
関
 連
の
申
に
人
る
こ
と
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
（
 同
 、
六
 八
頁
）
。
こ
こ
に
サ
ル
ト
 

ル
 の
い
わ
ゆ
る
実
存
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
成
立
す
 る
 。
 

 
 

 
 

 
 

身
を
実
現
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
存
在
し
て
 

あ
る
の
で
あ
る
 

0
 し
か
も
、
か
か
る
無
か
ら
の
自
己
実
現
 

と
し
て
の
行
為
は
、
 

何
 
4
3
 



  

  

  
し 

Ⅰ
 

"
 
Ⅰ
Ⅹ
 

以
上
の
如
き
サ
ル
ト
ル
の
立
場
は
、
先
述
の
、
自
己
の
 

根
源
の
無
を
援
無
し
た
単
な
る
世
間
的
日
常
性
の
立
場
に
 

止
ま
っ
て
い
る
も
の
 

で
は
な
い
。
と
は
云
え
、
そ
れ
ら
は
共
に
同
じ
く
・
二
つ
 

の
 宗
教
的
自
己
否
定
の
目
ざ
す
い
ず
れ
の
超
越
者
を
も
 

失
っ
た
立
場
で
あ
る
。
 

し
か
も
サ
ル
ト
ル
の
場
合
そ
れ
ほ
、
宗
教
的
自
己
否
定
 

の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
ま
さ
っ
て
、
自
己
の
根
源
の
無
に
 

徹
し
た
立
場
で
あ
る
と
 

も
 考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
 

ば
 、
宗
教
的
自
 

己
 否
定
の
発
す
る
無
の
中
に
残
る
、
超
越
考
へ
の
生
得
的
 

傾
き
を
す
ら
も
否
定
し
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
小
ホ
 

教
 的
自
己
否
定
の
場
ム
コ
に
 

お
い
て
は
、
先
述
の
如
く
、
そ
の
悪
化
の
発
す
る
無
の
 

中
に
は
、
自
己
が
超
越
 

考
へ
 
向
 わ
ん
と
す
る
、
「
善
へ
の
傾
き
」
が
存
し
て
い
 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
傾
き
の
故
に
こ
そ
、
そ
の
 

無
 
バ
の
無
 

化
は
、
超
越
者
を
 

目
 ざ
す
自
己
否
定
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
 

傾
き
を
な
お
そ
の
中
に
残
す
無
は
・
真
に
そ
の
虚
し
さ
に
 

徹
し
た
 
無
 と
は
云
い
 

得
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
善
へ
の
傾
き
は
、
サ
ル
ト
ル
の
 

場
合
二
本
わ
れ
る
、
自
己
の
な
す
行
い
が
全
て
善
で
あ
り
 

、
 善
 以
外
の
も
の
を
 

選
 

ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
そ
の
善
へ
の
傾
き
と
は
、
 

全
 く
異
 
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
の
 

宗
教
的
自
己
否
定
の
場
 

合
 そ
の
善
へ
の
傾
き
は
生
得
的
な
も
の
で
あ
っ
て
 

、
な
 
お
決
定
的
な
善
悪
の
選
択
（
第
二
の
自
己
否
定
に
見
ら
れ
 

た
 如
き
）
を
経
な
い
と
 

こ
ろ
で
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
い
ま
こ
の
サ
ル
 

ト
ル
の
場
合
に
あ
っ
て
 

は
 、
そ
れ
は
、
善
悪
の
選
択
の
 

な
さ
れ
る
場
を
超
え
出
 

 
 

 
 

  

%
 
 
傾
き
に
背
反
す
る
も
の
が
、
第
二
の
自
己
否
定
に
 

お
い
て
、
悪
魔
的
な
る
も
の
と
し
て
生
じ
乗
っ
た
所
以
で
 

あ
る
。
 

序
し
か
も
、
こ
の
悪
魔
的
な
る
も
の
の
中
に
も
・
 

同
 様
 や
は
り
ま
た
、
超
越
者
へ
の
傾
き
が
存
し
て
い
た
の
 

で
あ
る
。
そ
の
傾
き
と
は
 

既
 

 
 

蠕
に
 述
べ
た
如
く
、
悪
魔
的
な
る
も
の
の
中
に
存
す
 

る
 、
超
越
者
へ
の
怖
れ
で
あ
る
。
悪
魔
的
な
る
も
の
は
、
 

そ
れ
自
ら
の
中
に
超
越
者
 

へ
 

鮎
の
怖
れ
と
、
ま
た
従
っ
て
信
を
隠
し
て
い
た
の
で
 

あ
る
。
悪
魔
的
な
る
も
の
が
、
な
お
か
か
至
信
を
自
ら
の
 

中
に
保
っ
て
い
る
が
故
に
こ
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者
 と
絶
対
的
に
相
反
す
る
と
見
え
る
悪
魔
的
な
る
も
の
 さ
え
も
が
、
超
越
者
へ
の
信
を
中
に
隠
し
、
超
越
者
そ
の
 も
の
を
否
定
す
る
こ
と
 

を
な
し
得
な
い
と
き
、
こ
の
サ
ル
ト
ル
の
立
場
は
・
 

超
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 
先
 

の
 悪
魔
的
な
る
も
の
の
更
に
深
化
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
で
 あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
も
は
や
、
宗
教
的
自
己
否
定
の
立
 場
か
ら
す
れ
ば
、
如
何
 

な
る
形
に
も
せ
よ
善
へ
の
傾
き
は
存
し
て
は
い
な
い
で
 あ
ろ
う
。
従
っ
て
超
越
者
か
ら
の
如
何
な
る
働
き
か
け
も
 も
ほ
や
 不
可
能
で
あ
ろ
 

う
 。
し
か
も
そ
こ
に
な
お
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
、
自
己
 0
 行
い
が
全
て
善
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
 善
は
 、
宗
教
的
自
己
否
 

定
 の
い
ず
れ
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
悪
の
究
極
的
形
態
 で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
宗
教
的
自
己
否
定
が
、
自
己
 の
 虚
し
さ
の
根
源
に
徹
 

せ
ん
と
し
、
ま
た
そ
の
悪
魔
性
の
底
の
自
覚
に
徹
す
る
 @
 」
と
を
そ
の
目
標
と
す
る
か
ぎ
り
、
か
か
る
サ
ル
ト
ル
の
 立
場
は
、
い
ず
れ
の
 宗
 

教
 的
自
己
否
定
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
ら
に
ま
さ
 っ
て
そ
の
根
源
の
無
へ
の
深
化
は
徹
底
的
で
あ
る
と
い
，
 

瑳
 こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
し
か
も
な
お
こ
の
様
な
立
場
は
・
こ
れ
ら
宗
教
的
 自
己
否
定
に
お
け
る
い
ず
れ
の
超
越
者
と
も
、
も
は
や
 絶
 射
 に
関
る
を
得
な
い
も
 

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
様
な
立
場
と
関
り
、
こ
の
 様
 な
 立
場
を
も
な
お
内
に
包
摂
し
得
る
よ
う
な
宗
教
的
地
 平
 こ
そ
が
、
求
め
ら
れ
 

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
先
の
宗
教
的
自
己
否
 定
の
区
別
の
一
々
を
詳
細
に
究
明
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
 り
 、
か
か
る
地
平
を
追
 

永
 し
て
ゆ
き
た
く
思
 う
 の
で
あ
る
。
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「真理の福音」 

き 
は 受 

、 肉   
者 前   
「キ 名 リ 

」 ス 

@"  し ト 一 

よ と   

っ神 ての 先 
関 関 左 

孫 係 は、 づけ の子 
5 千 
れ と 

て 父   
る 関 
こ 係 
と と 

で し 

あ て 
ろ 三 

ラノ 氏 

千 匹 
は l 
父 四   ら 
坦 三 

た 、 九 @, し 

文 華 

は 述 
文 さ 

か れ 
も て 
生 り 
れ る 
た Ⅰ   
者 こ 

で こ 

あ で 

る 注 
（ 一 昌 

すべ 二八 

37 C345) 

  

井
 

荒
 

献
 

序
 

い
わ
 ふ
ツ
る
 
「
 真
師
ヒ
の
 
福
士
 
日
 」
（
 お
 4
%
 
コ
 ㎝
の
 
-
 
ぎ
ヨ
づ
 の
Ⅱ
 
ぎ
曲
 
（
円
の
 以
下
 

E
V
 

と
略
記
し
が
キ
リ
ス
ト
教
的
グ
ノ
ー
シ
ス
 

文
書
に
属
す
る
こ
と
 

解
は
疑
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
史
 
的
 位
置
、
特
に
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
に
つ
い
て
は
未
だ
に
仝
 
思
 

  

選
 
ル
セ
ン
、
ゲ
ル
ト
ナ
」
フ
ラ
ウ
ン
、
リ
ン
グ
レ
 

ン
 け
は
こ
た
仙
を
 

グ
ノ
 l
 
。
 シ
ス
 ヘ
ヴ
 ア
レ
ン
 二
 
ノ
イ
 ソ
ス
 ）
 的
｜
 仮
現
 説
 的
と
と
る
が
、
シ
ェ
 

 
 

リ
ン
ケ
、
ヴ
ァ
イ
ガ
ン
ト
は
逆
に
 
、
 グ
ノ
ー
シ
ス
（
 ソ
ロ
モ
ン
の
 頒
歌
 ）
的
で
は
あ
る
が
 反
 仮
現
 説
 的
と
と
る
 。
キ
ス
ペ
ル
、
ラ
イ
 
ポ
ル
 

 
 

 
 

ほ
 こ
れ
ら
の
中
間
を
と
っ
て
、
そ
れ
を
グ
ノ
ー
シ
ス
（
 ヴ
 ア
レ
ン
テ
イ
 ソ
ス
し
 約
１
 や
 

 
 

 
 

れ
わ
れ
は
以
下
に
お
い
て
独
自
の
見
解
を
述
べ
て
み
た
  
 

「
真
理
の
福
士
 日
 」
 

｜
 宗
教
史
 

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
理
解
 

的
考
察
 ｜
 



ⅠⅠ       
  

  
    

ュ ス き 、 茜宝 七 %   公 0 然 - で 
@ あ 

  

る 04 0 下 元 

  
      

る 

と の   と か 
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「真理の福音」におけるキリスト 理解 

れ
わ
れ
の
名
前
・
キ
リ
ス
ト
論
も
そ
の
一
つ
の
 敷
延
と
 し
て
エ
ジ
プ
ト
の
周
辺
で
成
立
し
た
可
能
性
が
強
い
で
あ
 ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
 先
 

二
 一
日
文
し
た
魔
術
文
書
や
グ
ノ
ー
シ
ス
文
書
が
殆
ど
 

エ
ジ
 プ
ト
と
 関
係
が
あ
る
こ
と
で
も
傍
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
  
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
 、
 父
の
名
 と
 し
て
 先
 在
す
る
子
が
そ
の
名
を
人
間
に
顕
わ
し
、
人
間
 と
し
て
本
来
の
存
在
 

た
ら
し
め
る
と
い
う
思
想
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
必
ず
し
 も
 グ
ノ
ー
シ
ス
に
 個
有
 な
思
想
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
 た
 。
し
か
し
、
こ
の
 キ
 

リ
ス
ト
論
が
人
聞
 論
 な
い
し
 ほ
 救
済
論
と
直
接
的
に
関
 わ
る
時
、
問
題
は
別
の
局
面
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
 

E
V
 
に
お
け
る
人
間
の
救
済
思
想
は
、
 

先
 在
す
る
「
生
け
 る
 者
の
生
け
る
 書
 」
に
よ
っ
て
神
話
的
に
展
開
さ
れ
て
 い
る
二
九
・
三
四
 ｜
 

二
三
・
一
八
㍉
こ
の
「
生
け
る
 書
 」
は
ア
イ
オ
ー
 ン
 が
 生
 ず
る
以
前
か
ら
存
在
し
、
そ
の
中
に
「
生
け
る
者
」
の
 名
 が
あ
ら
か
じ
め
書
き
 

記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
終
り
の
時
に
真
理
の
「
文
字
」
 ハ
い
ア
 

の
㏄
～
 

レ
 こ
し
て
ア
イ
 

L
 

斗
 
ハ
ー
ン
に
 顕
 わ
さ
 ふ
ル
 （
 二
 二
二
 一
一
五
 

｜
 一
一
一
一
一
・
一
八
）
。
 

彼
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実
際
、
言
と
名
は
フ
ィ
ロ
ン
に
お
い
て
等
 貴
 さ
れ
て
お
 り
 
（
 
C
L
 

二
六
Ⅰ
そ
れ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
 

シ
 ス
に
至
っ
て
、
ロ
ゴ
 

ス
 讃
歌
解
釈
の
申
に
採
用
 敷
建
 さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
（
 
E
X
 二
 S
 
。
も
し
ロ
ゴ
ス
讃
歌
の
エ
ジ
プ
ト
起
源
 説
が
 

 
 

レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
派
１
 1
 就
中
い
わ
ゆ
る
そ
の
 東
 力
派
に
属
 す
る
 テ
オ
ド
 
ト
ス
ー
 l
 ほ
、
 子
が
父
の
ロ
ゴ
ス
と
も
 名
 と
も
舌
口
わ
れ
、
 
ナ
 
Ⅰ
 
か
 り
 
机
穏
と
 

人
間
の
本
来
的
実
体
と
し
て
の
名
が
一
つ
と
な
る
と
こ
 ろ
に
人
間
の
救
済
を
見
て
お
り
 -
E
X
 三
一
，
三
以
下
）
そ
の
 限
り
に
お
い
て
彼
の
 キ
 

リ
ス
ト
理
解
 は
 本
書
の
そ
れ
に
か
な
り
近
く
立
つ
と
み
て
 よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
に
み
ら
れ
る
 

Z
 が
日
の
 
コ
 七
の
オ
け
）
が
（
 

@
0
 
コ
 

は
 エ
ジ
プ
ト
の
民
間
宗
教
や
グ
ノ
ー
ジ
ス
の
救
済
思
想
に
 だ
け
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
く
、
新
約
聖
書
を
通
し
て
 い
わ
ゆ
る
正
統
的
キ
リ
 

ス
ト
教
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
 ら
な
い
。
そ
れ
は
新
約
聖
書
に
お
け
る
洗
礼
定
式
に
採
 

  

 
 

徳
教
父
に
お
い
て
は
名
が
創
造
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
 注
目
す
べ
き
ほ
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
名
の
思
想
で
 あ
ろ
う
。
こ
こ
で
ま
ず
 

名
と
 舌
口
の
区
別
が
殆
ど
な
い
（
ヨ
ハ
ネ
一
七
 
@
 ㍉
し
か
 も
 父
の
名
 二
 
二
・
二
八
）
と
人
の
子
二
二
・
二
三
、
 

一
七
・
五
参
照
じ
は
 そ
 

 
 

㏄
，
光
栄
を
か
が
や
か
せ
る
（
 肋
 
。
 
崎
汗
の
 
（
で
）
祈
願
の
対
象
と
 し
て
同
一
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
を
名
に
お
き
か
え
る
こ
 と
を
許
さ
れ
れ
ば
・
 
ぃ
 

わ
ゆ
る
ロ
ゴ
ス
讃
歌
舞
 
五
 ・
一
と
一
・
一
 ろ
 は
、
そ
の
 
ま
ま
真
理
の
福
音
の
名
前
・
キ
リ
ス
ト
論
の
一
つ
の
 要
 

 
 

㌦
 



（
 
4
 
l
 ）
 

ら
の
名
が
呼
び
出
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
書
き
記
さ
れ
て
 い
る
名
を
持
た
な
い
人
間
は
、
は
じ
め
か
ら
救
済
に
か
か
 わ
り
の
な
い
「
無
知
な
 

る
者
 」
「
亡
心
却
の
創
造
物
」
（
 a
 ノ
ふ
 
q
 モ
 寝
し
で
あ
り
（
 -
 一
一
・
三
 
0
1
 
三
六
Ⅰ
「
物
質
（
 む
ノ
づ
 
）
（
か
ら
）
の
者
」
 
で
あ
る
（
三
一
・
四
）
。
 

こ
の
い
わ
ゆ
る
「
天
の
書
」
の
表
象
は
 、
 バ
ビ
ロ
 
ニ
ャ
神
 話
か
ら
ユ
ダ
ヤ
教
・
新
約
聖
書
（
特
に
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
 ）
を
経
て
そ
の
後
の
古
 

（
。
 

l
l
 

s
 
）
 

代
 キ
リ
ス
ト
教
文
学
に
広
く
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
・
 

こ
こ
に
み
ら
れ
る
倫
理
的
モ
テ
ィ
ー
フ
（
た
と
え
は
 

ョ
ハ
 不
黙
示
録
三
一
・
二
七
）
 

は
 、
 E
V
 
に
お
い
て
明
ら
か
に
グ
ノ
ー
シ
ス
的
・
決
定
 輪
竹
モ
テ
ィ
ー
フ
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
 ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
 名
 

前
 ・
キ
リ
ス
ト
論
と
グ
ノ
ー
シ
ス
的
人
間
論
及
び
救
済
 論
 と
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
限
り
、
す
で
に
短
く
触
れ
た
 よ
う
に
、
 E
V
 
と
ヴ
ァ
 

レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
派
の
 
テ
オ
ド
 ト
ス
が
か
な
り
近
い
関
係
に
 

尚
 、
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
名
と
「
 か
 た
ち
」
ホ
モ
。
ち
 
ゃ
 ぎ
と
の
関
係
で
あ
る
。
二
七
・
一
五
 
｜
 

立
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
者
に
お
い
て
 は
 、
後
者
に
お
け
る
 程
 

三
一
に
お
い
て
は
 
人
 

度
 に
名
が
人
間
の
実
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
は
い
な
い
 の
で
あ
る
。
 

間
 が
名
を
受
け
る
、
つ
ま
り
救
済
さ
れ
る
こ
と
と
「
 か
 た
ち
」
を
受
け
る
こ
と
と
が
同
義
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
 を
 仲
介
す
る
子
も
又
 、
 

父
の
 
「
 名
 」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
「
か
た
ち
」
を
 持
 た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
七
・
二
八
 ツ
こ
 。
わ
れ
わ
れ
 ほ
 こ
こ
に
、
 先
在
 あ
子
 

が
か
た
ち
を
も
っ
て
顕
現
さ
る
べ
き
一
つ
の
必
然
性
を
 発
見
す
る
の
で
あ
る
。
 

ニ
、
 
言
の
顕
現
 

ヘ
，
 

@
@
 

l
 ）
 

先
古
 の
 キ
リ
ス
ト
は
父
の
名
と
と
も
に
父
の
言
（
ノ
ミ
も
 
ク
ム
ふ
 の
）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
父
の
「
考
え
 と
心
 
（
。
 
0
 零
 ）
の
 中
 

に
 」
 
-
 一
六
・
三
五
以
下
）
 又
 
「
沈
黙
の
恩
恵
 
ハ
 
Ⅹ
 ふ
ま
 C 

の
 申
に
」
三
七
・
一
 
0
 以
下
 -
 あ
り
、
父
か
ら
は
じ
め
 に
 
「
出
て
来
た
」
 

ミ
 

七
・
九
、
一
六
Ⅱ
し
か
し
こ
の
言
は
 、
 名
の
場
ム
ロ
の
よ
，
 
ヮ
 に
そ
れ
と
 父
 又
は
人
間
の
関
係
を
説
明
す
る
為
で
は
な
 く
 、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
 他
 

上
へ
の
顕
現
と
の
関
係
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
注
目
 す
べ
き
は
「
父
の
愛
が
舌
口
に
お
い
て
か
ら
だ
（
 

q
 も
 舌
除
 ）
と
な
っ
た
」
（
二
三
 

三
 0
 以
 こ
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
は
 
、
 E
 V
 に
お
け
る
愛
の
思
想
三
三
・
二
九
 ｜
 三
四
、
空
二
・
五
 ｜
と
 と
の
関
連
か
ら
、
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「真理の福音」におけるキリス 

版 に   
ゴ の の 訳 

  

の 問 
意 題 し で   
        

  
臣ず   

41 (・ 

解
れ
は
ま
ず
、
 E
V
 

に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
 

俸
 と
し
て
の
「
肉
体
」
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
 

を
 検
討
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
 

ト
え
 

埋
ま
、
 Ⅴ
 。
 

  
    
  

こ
の
 E
V
 と
 ヨ
ハ
ネ
福
音
書
と
の
微
妙
な
相
異
の
原
因
 に
つ
い
て
は
本
論
の
最
後
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
ょ
 ぅ
 。
わ
れ
わ
 

次
の
 

は
す
 

方
に
 

彼
の
 

れ
が
 

ら
 。
Ⅰ
 
し
 

 
 

ス
的
 

て
は
 如

く
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
 

父
 ほ
人
間
を
愛
し
て
、
 
彼
 ら
を
救
済
す
る
為
に
、
そ
の
言
を
か
ら
だ
と
し
た
。
そ
れ
 故
に
「
そ
れ
 雀
う
 

へ
て
の
か
た
ち
を
受
け
る
」
三
四
・
四
以
下
）
。
「
そ
れ
 

は
 声
だ
け
で
は
な
く
か
ら
だ
（
 q
 禽
ミ
 ）
と
な
っ
た
」
（
 
一
 
二
八
・
八
以
下
了
一
 

お
 @
@
v
 

て
、
こ
 Ⅱ
 
@
 
り
父
 @
n
 

り
 
愛
は
い
つ
く
し
み
（
 ヨ
箪
 （
）
と
も
二
年
 

ロ
 
わ
れ
る
。
「
 彼
 
（
 
父
 ）
は
彼
の
隠
さ
れ
た
も
の
 1
l
 彼
の
 隠
さ
れ
た
も
の
は
 

子
で
あ
る
を
 顕
 わ
し
た
。
父
の
い
つ
く
し
み
に
よ
っ
 
て
 ア
イ
オ
ー
 
ン
 に
彼
を
知
ら
せ
る
為
で
あ
る
」
三
四
 

一
一
 
｜
 一
六
）
。
「
 
こ
 

彼
ら
の
求
め
る
福
音
小
細
寝
心
意
 
ぎ
 9
 ）
で
あ
る
。
こ
れ
 を
 彼
が
完
全
な
者
に
父
の
い
っ
く
し
み
を
通
し
隠
さ
れ
た
 奥
義
（
 モ
 。
 
q
 「
 豊
 

と
し
て
 顕
 わ
し
た
」
二
八
・
一
一
 
｜
 一
四
）
。
む
し
ろ
・
 子
 は
い
つ
く
し
み
自
体
で
あ
る
 
貧
 九
・
二
 さ
 。
 

上
 の
よ
う
な
、
父
が
人
間
に
対
す
る
 愛
 又
は
い
つ
く
し
 み
の
故
に
そ
の
言
を
か
ら
だ
と
し
て
 顕
 わ
し
た
と
い
う
 思
 想
は
、
 グ
ノ
ー
シ
 

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
か
な
り
 ョ
 ハ
不
的
で
あ
ろ
う
（
 
ョ
 ハ
不
三
・
一
六
、
 1
 ョ
ハ
、
ネ
 
四
・
九
㍉
も
っ
と
も
、
ヨ
ハ
 ネ
 福
音
書
に
お
い
 

 
 

く
と
も
ロ
ゴ
ス
讃
歌
に
お
い
て
は
言
が
「
肉
体
」
（
 
q
 ふ
 下
り
し
と
な
る
 二
 
・
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な く ち の 「 で 
ら の っ が 復 念 は 君   
に 彼 で な 見 活 ぎ キ の 

あ が え を 行 り 文 て盲 い者 彼 自分 は 8 0 
な ら 

珠 に 章で る（るで るよ 想定 霊 く スト         
わ 父 

    
を は 

嗅 識     
た め わっ せ彼 、 の ㍉ 四 り・ であ くな とと とな 

愛 子 
す め 
る 啓 

を （ 予 示 
に な 
触 聞   
れ き   
さ と 

せ る す とする九） な をキリ 0- こ ハ不 ョ 横わ に みるべ 立た 

る 可 せ わ 
よ 台目 

う 性   
に を 
し 与 
た ん な く   ら 霊 
か ら た 。 ト テ て を し 、 毛皮 "  は 、 
で な 

あ ぜ 

  
「 解 ス 要 ェ セ   

三 彼ら O   白秋 己し がとン 「 すケ ノ、 
三 枝 に た こ ろ や グ   
六 を 

l 一 見 、   来 、 方の が世間イン 人 テラ   
一 役 

目 に と か ト 

  を そ 来 み と     
さ れ た な 共 ウ 聞 

  
  
    
    
  
  

① 彼 
よ     

  ワ > 
一 地 

彼       上に 一 ｜一 

三 蹟 
彼   コ わ 

㏄㏄ ) 42 

あ こ   
、 れ の に わ 

わ に 言 出 れ 
れ よ 」 す わ 
わ っ つ こ れ 

れ て ま と は 
の 著 り が 容 
テ 者 キ で 易 

こ、 きる。 が地上キストリスト @ 復 
に に の し 活 
お お 出 か の 

け け 来 し キ 
る る 事 、 リ   
分 ス に こ が 

を ト 関 と ト 

味 の わ と て   
せ を そ る そ 

  
表 定 見 で し 

規 式 ・ に そ のわ ョ I 
一 つ 触 ハ き 
八 と 」 ネ に 
  し の 一 角 虫 

二 て 定 ・ れ 
四 一 式 一 さ 

以 般 は l せ 
下 的 、 三 る 

と に 古 で ョ 

0 円 代 は ハ 不二 関連 いら キリ 復活 

に れ ス 者 0 
お て ト に ・ 

    
架 お お れ を 



  

  

 
 

「真理の福音」における キ 

入 し さ に で 遠 
参 、 れ ョ き の 

巴 少 て ハ な 命 
。 く い ネ い を 

イ と る 二 」 ま 

    
つ     
ちに枯 、すで 復 しも の復活 では共 朽ち ざ     
の 限 っ キ に の   

" @ - - Ⅰ 佳   「 か 
      四 だ 捕 ら 

    O 、 し題の 。 問も こと 

マ 一 か に 」 が 

43 (・ 

 
 

 
 

 
 

ル
 本
書
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
に
 

関
連
し
て
次
の
記
事
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
彼
は
自
己
 

を
 
死
に
ま
で
も
た
ら
し
、
 

永
 

か
ら
で
あ
る
。
二
三
 

0
.
 三
三
ー
三
一
・
八
）
 

    

か
せ
た
。
多
く
の
者
が
光
を
受
け
た
の
ち
に
、
彼
ら
は
彼
ら
自
 

身
に
向
き
を
変
え
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
 

呉
 る
者
で
あ
っ
た
。
 

そ
し
て
彼
ら
は
彼
の
か
 

 
 

彼
ら
は
物
質
 
G
 ノ
じ
 -
 
か
ら
）
の
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 

彼
 は
 肉
体
官
簿
 
ゃ
さ
 の
 か
 

た
ち
を
も
っ
て
出
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
何
も
の
も
 

彼
 0
 歩
行
を
妨
げ
な
か
っ
た
。
そ
れ
 

-
 
肉
体
又
は
歩
行
）
は
不
朽
 

で
 捕
え
え
な
い
も
の
だ
 

彼
は
自
分
を
顕
わ
し
、
把
握
し
え
な
い
父
に
つ
い
て
教
え
た
。
 

彼
は
彼
ら
に
考
え
の
中
に
あ
る
こ
と
を
ふ
き
こ
ん
だ
。
そ
こ
で
 

彼
は
彼
の
意
志
を
働
 

こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

上
 で
父
の
果
実
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
を
「
味
わ
わ
せ
」
の
 

意
味
に
と
れ
ば
、
 
少
く
と
も
 見
 ・
聞
の
出
来
事
は
十
字
架
以
前
の
こ
と
と
 み
る
 



    

ね
 ば
・
こ
こ
に
は
、
肉
体
の
仮
象
性
よ
り
も
む
し
ろ
そ
 の
事
実
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
の
考
察
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
の
個
所
 
D
 二
 
O
.
 
一
二
ー
三
一
・
八
）
に
登
場
す
る
イ
エ
ス
・
 

の
 キ
リ
ス
ト
と
も
復
活
前
の
イ
ェ
ス
と
も
と
れ
る
が
、
 後
 者
の
可
能
性
が
よ
り
強
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
 

も
 、
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
こ
で
二
者
択
一
は
許
さ
れ
な
い
。
 な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
「
福
音
」
に
お
い
て
は
、
 す
 

認
め
ら
れ
、
外
典
社
債
特
に
ト
マ
ス
福
音
書
に
お
い
て
 明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
・
復
活
前
の
イ
エ
ス
 と
 そ
 

を
 確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

明
確
な
区
別
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
 

ぴ
 
9
 ）
 歴
史
の
 イ
 

D
 
 同
時
に
彼
は
朽
ち
る
べ
き
ぼ
ろ
布
を
身
に
つ
け
て
 

さ
て
・
以
上
の
叙
述
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
 -
 

C
 
 彼
の
肉
体
（
又
は
歩
行
）
は
不
朽
で
捕
え
ら
れ
れ
 

B
 
 な
ぜ
な
ら
彼
は
肉
体
の
か
た
ち
を
も
っ
て
出
て
来
 

A
 
 物
質
 
ハ
 か
ら
）
の
者
は
キ
リ
ス
ト
を
見
ず
知
ら
な
 

エ
ス
は
こ
こ
に
お
い
て
ほ
 じ
 わ
か
ら
信
仰
の
キ
リ
ス
ト
 

も
の
で
あ
る
。
 

た
か
ら
で
あ
る
。
 

い
る
。
 

 
 

ア
 キ
ス
ト
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
に
関
連
し
て
 次
 

で
 

ま
ず
 B
 そ
れ
自
体
は
、
原
始
教
会
か
ら
そ
の
後
の
正
統
 教
会
・
グ
ノ
ー
シ
ス
諸
派
に
広
く
認
め
ら
れ
る
い
わ
ゆ
 

論
 」
（
の
の
ず
打
 

ァ
 
H
@
 。
 す
軋
 ⑧
の
 範
 時
に
入
る
こ
と
は
 疑
 い
え
な
そ
し
て
す
で
に
見
た
如
く
 、
ョ
 ハ
不
に
お
  
 キ

リ
ス
ト
は
、
復
活
後
 

そ
の
い
ず
れ
に
し
て
 

で
に
 ョ
ハ
ニ
 福
音
書
に
 

の
後
の
キ
リ
ス
ト
と
の
 

あ
る
。
 

の
四
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
 

る
 
「
聖
霊
・
キ
リ
ス
ト
 

て
ほ
こ
れ
に
 
C
 的
 
二
 

0
 者
」
が
キ
リ
ス
ト
の
「
か
た
ち
」
を
知
ら
ず
そ
れ
を
 

見
 な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
「
肉
体
の
か
た
ち
」
を
も
っ
て
 

 
 

か
わ
り
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
的
概
念
で
 あ
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
㌧
。
）
と
に
か
く
 

 
 

「
 
異
る
者
 」
「
物
質
 

く キ 八 

と ス   

ゑお 三色 

0 所 こ 

「 後 れ 
異 関 は 
る 係 そ 

の後に 者」 っ から内 

ま 体   
り の 少ュ 

教 本 く 

消 滅 と 

者 小生 も 

な と ヴ 
「 捕 ア 
見 え レ 

ず え ン 

」 な テ 

「 い イ 

知 性 / 
ら 質 ス 
な な の 
ぃ 復 キ 
」 括 り   
物 前 ト 

質 の 論 
ヘ キ に 
か り 登 

ら ス 場 
） ト す 

79 。従 に想定の者」 （ 6 2 
の す っ 

概 る て 
念 こ こ 

は と こ 

、 も で 
復 許 も 
括 さ わ 
前 れ れ 
め る わ 

ィ め れ 
ェ で は 

ス あ 、 

とる の 0  右 の 
か 少 テ   

Ⅰ 3 ぅ 2) 44 



 
 

四
）
 

 
 

 
 

 
 

真
 

イ
エ
ス
と
賢
者
た
ち
の
物
語
は
十
二
才
の
 イ
ェ
 ス
と
 律
法
学
者
た
ち
の
物
語
 
-
 
ル
カ
ニ
・
四
六
 ｜
 四
匹
 
と
 

 
 

理
 

 
 

ヤ
的
 背
景
が
前
者
に
お
い
て
エ
ジ
プ
ト
的
に
修
正
さ
れ
 

 
 

た
ち
は
こ
こ
で
、
父
の
 
 
 

キ
ノ
 

 
 

 
 

の
こ
と
が
あ
っ
た
の
ち
、
 

か
 き
な
子
供
た
ち
が
や
っ
て
き
た
。
 

彼
ら
に
父
の
知
識
が
 属
 

 
 

 
 

顔
の
様
を
学
ん
だ
。
彼
ら
は
知
っ
た
。
彼
ら
は
知
ら
れ
た
。
 彼
 ら
は
ほ
め
た
た
え
ら
れ
 

 
 

 
 

 
 

彼
 
（
イ
エ
ス
）
は
教
場
に
現
わ
れ
教
師
と
し
て
言
葉
を
語
っ
た
 
。
自
分
の
心
に
あ
る
賢
者
た
ち
が
や
（
 

3
 
 

5
 ）
 

っ
て
き
て
彼
を
試
み
た
。
 

彼
は
彼
ら
を
恥
じ
入
 

 
 

 
 

 
 

三
 、
地
上
の
イ
エ
ス
 

解
 

理
 

E
V
-
 記
者
が
地
上
の
イ
ェ
ス
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
次
の
 事
実
だ
け
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

（
 
紬
 @
 

け
 、
つ
ま
り
 A
 
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
キ
リ
ス
ト
を
必
ず
 し
も
仮
象
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
 

一
・
二
五
Ⅰ
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
 

D
 的
 
-
1
 コ
リ
ソ
ト
 一
 
五
・
四
二
 ｜
 四
六
）
要
素
が
結
び
つ
き
、
グ
ノ
ー
シ
ス
に
お
 い
て
は
多
く
の
場
合
、
 

A
 が
 B
 の
 枠
 づ
け
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
グ
ノ
ー
シ
ス
に
 属
す
る
も
の
の
中
、
 
E
V
 に
宗
教
史
的
に
近
く
立
っ
と
 言
わ
れ
る
ヴ
ァ
レ
ン
テ
 

 
 

モ
テ
ィ
ー
フ
が
加
わ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
 両
 者
に
は
 D
 が
欠
け
て
い
 

@
,
l
 

c
 ）
 

る
 。
注
目
す
べ
き
は
、
お
そ
ら
く
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
派
 に
 属
す
る
と
思
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
ド
ケ
ー
テ
ン
」
（
 し
 0
 寸
の
（
の
 

コ
 ）
の
キ
リ
ス
 

ト
 論
で
あ
る
。
（
 

3
 
3
 

）
 こ
こ
に
は
右
の
両
者
に
欠
け
て
い
る
 D
 の

ほ
か
 

A
.
B
 

が
認
め
ら
れ
る
が
 C
 が
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
顕
現
 俸
 に
関
す
る
か
ぎ
り
、
 
ヴ
 ア
レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
派
と
ソ
ロ
モ
ン
の
 頒
歌
が
 
E
V
 と
 比
較
的
に
近
い
関
係
 

に
あ
る
が
・
そ
れ
は
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
し
て
は
い
な
 い
 の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
福
音
 の
 キ
リ
ス
ト
論
が
聖
霊
 

キ
リ
ス
ト
論
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
こ
に
仮
現
 説
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
論
の
 グ
ノ
ー
シ
ス
的
 枠
っ
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E 
生 V 

の   
0 者 

十 

で 息   

  
  
碗 
し 

本 。 王 

  
正 「 

  統 
的 」   

  あ 
る 

つ い こ と 

身 の 九     
  

にに ルれ 一   。 の き 

  
の な ん か 一 

  
も 知 だ っ 八 ） か 
の っ   た - ） O ら 

畏 伏 あ 知 
れ て 要し」神 「 を識 の国 するいる たの は 、 
が に ち ト 」 し 有 

、 こ に て が か す 

彼 こ 父 ス 子 し る 
の で を 福 供 こ 子 

タ 対 
字   

Ⅴ Y   
@ い 力 か l き で 、 

な や ら シ か か こ 
い そ で ス え コ の 

こ の あ 約 8 一 モ と他 がの。 るに 理 れ 、 0 ・ ティ 

確 共 想 、 グ 一   プも 調され 福音化さ 観 ノ ー 四、 れ シ ル マ 
る 書 て ス カ タ 

の か は 7% -- イ 
で も い さ 八 一 
あ 採 な れ ・ 一 

る用 。 さ 
い る - . 

。 傾 六 二 
れ わ 向 の 五 
  れ が 幼   

そ わ 詔 た か 
れ 
がミ 

ね め 手 力 
の ら の 一 

あ O 
る う 程 「よ 一裾 土日 「 れる。 ） （ 3 9 
度 」 も な 一 
グ 
ノ 

  
では つ と」 者サ こ 見 

、 も f=  出 
シ 子 こ 
ス 供 の 
イヒ が 「 される属す 

さ 成 子 る で 

  



「真理の福音」におけるキリスト 理解 

「 づ話 く て き 知 っ用土 

与れさ ず り あ 

ア し @" し 

べ l そ 提 
き シ れ さ 

E ス ら れ 

  と い し そ 
て て の 

  
れ右 、 の 

@ 
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は
、
 死
せ
る
家
主
の
財
産
が
ま
だ
開
か
れ
な
い
遺
言
書
の
中
に
 

隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
 

ヘ
 ブル
九
・
一
六
以
下
）
 

。
そ
れ
故
に
彼
は
顕
 
ね
 

さ
れ
（
自
己
を
啓
示
し
た
。
彼
は
こ
の
書
を
開
い
た
。
彼
は
 

木
に
釘
 づ
け
に
き
れ
た
。
彼
は
父
の
命
令
 
寂
ふ
轟
宝
モ
 

⑨
を
 十
 字
架
 守
英
。
 
p
 
へ
し
 に
 

か
け
た
（
 コ
ロ
サ
イ
ニ
 ・
一
四
了
お
お
 、
 大
い
な
る
も
の
の
 
大
 い
な
る
教
え
よ
 
@
 
 彼
は
自
分
を
死
に
至
ら
せ
（
ピ
リ
ピ
 

二
 
八
 Ⅰ
永
遠
の
命
を
着
 

る
 （
 
エ
コ
リ
ソ
 ト
一
五
・
五
三
 
｜
 五
四
㍉
（
一
九
・
三
四
 
｜
二
 0
.
 三
 0
 ）
 

｜
し
ほ
 



    

三
で
は
、
命
の
啓
示
と
必
ず
し
も
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
 い
な
い
。
父
が
未
だ
自
己
を
啓
示
す
る
以
前
に
「
隠
さ
 れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
 

 
 

 
 

の
は
、
死
せ
る
家
主
の
財
産
が
ま
だ
開
か
れ
な
い
遺
言
書
 の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
 で
は
、
遺
言
書
が
 
へ
フ
 
 
 

ル
 九
・
一
六
以
下
に
お
け
る
よ
 う
 に
「
死
の
証
明
」
（
 イ
エ
ス
の
 
賄
罪
死
 ）
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
、
の
で
は
な
い
 

 
 

こ
の
文
章
に
お
け
る
「
死
せ
る
宋
玉
」
は
、
そ
れ
に
続
く
 文
章
の
「
こ
の
書
を
開
い
た
」
イ
ェ
ス
 
釜
 0
.
 

二
酉
 

と
 有
機
的
関
連
を
持
た
 

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
関
連
は
二
五
節
以
下
に
お
い
て
 は
じ
め
て
統
一
的
に
な
る
。
「
 彼
 ほ
木
に
 釘
 づ
け
に
さ
れ
 た
 。
彼
は
父
の
命
令
 

（
㌣
 ふ
 「
定
心
な
 
泊
 ）
を
十
字
架
に
か
け
た
」
 

釜
 0
.
 

二
五
 

｜
 二
七
Ⅰ
こ
の
文
章
の
背
景
に
 コ
ロ
サ
イ
ニ
 
・
一
四
が
あ
 
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
 

う
 。
し
か
も
目
 う
 0
q
 
も
 
ノ
 も
 
e
 （
 
コ
ロ
サ
イ
ニ
 ・
一
四
 b
 ）
 と
 
p
 ァ
チ
 -
E
V
 二
 O
.
 二
五
）
は
共
に
「
 釘
 づ
け
に
す
る
」
 
の
 意
で
あ
る
。
し
か
し
 

「
 
釘
 づ
け
に
す
る
」
こ
と
の
意
味
は
両
 書
 に
お
い
て
異
な
 る
 。
コ
ロ
サ
イ
書
に
お
い
て
、
「
十
字
架
に
つ
け
る
」
 ナ
 」と
の
意
味
は
 、
 神
が
 

「
証
書
を
ぬ
 り
 消
し
取
り
除
く
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
 こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
律
法
・
規
定
に
よ
っ
て
誘
発
さ
 れ
る
「
罪
を
ゆ
る
す
」
 

-
 コ
 p
 サ
イ
 ニ
 ・
 一
 ミ
キ
リ
ス
ト
の
 姑
罪
 死
の
思
想
が
確
 誌
 さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
の
「
福
音
 」
に
お
い
て
ほ
、
「
 釘
 

つ
け
に
さ
れ
た
」
イ
エ
ス
は
・
父
の
「
命
令
」
を
十
字
 

 
 

こ
で
は
 イ
ェ
ス
の
死
が
 

父
の
御
旨
の
完
全
な
啓
示
で
あ
っ
て
 、
 罪
の
賄
い
で
は
 な
い
り
こ
の
限
り
に
お
い
て
 E
V
 

の
十
字
架
理
解
は
 

コ
ロ
 サ
イ
 書
 よ
り
も
ヨ
ハ
ネ
 

福
音
書
の
そ
れ
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
お
い
て
 イ
 エ
 ス
の
死
は
 、
 父
の
命
令
に
対
す
る
完
全
な
服
従
で
あ
り
 
（
一
四
・
三
 こ
、
老
 .
 
の
 

業
の
完
成
だ
か
ら
で
あ
る
二
二
・
二
七
、
一
九
・
三
 
0
 Ⅰ
そ
し
て
こ
こ
で
も
イ
ェ
ス
の
死
は
、
義
認
の
為
で
は
 
な
く
、
信
じ
る
者
が
命
 

を
 得
る
為
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
 る
 。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
・
わ
れ
わ
れ
の
「
福
音
」
に
 お
い
て
十
字
架
の
 イ
ェ
 

ス
は
 、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
如
く
「
罪
を
除
く
神
の
 小
羊
」
二
・
二
九
 -
 で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
 
E
V
 

に
お
 

い
て
イ
ェ
ス
の
死
は
律
 

法
 違
反
と
し
て
の
 罪
 と
も
、
 

ョ
ハ
 子
福
音
に
お
け
 
る
 如
く
不
信
と
し
て
の
 罪
 
（
ヨ
ハ
ネ
 ハ
 ・
二
四
、
九
 
四
 こ
と
も
関
係
が
な
 

と
す
れ
ば
、
イ
エ
ス
は
何
の
為
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
 の
か
。
そ
れ
は
次
の
文
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
示
さ
れ
 る
 。
 



「真理の福音」におけるキリスト 理解 
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" 一   

 
 

る
 。
父
の
名
ま
た
は
言
と
し
て
 先
 在
す
る
子
が
、
か
た
 ち
 （
モ
下
つ
も
）
た
し
と
り
、
 

ま
た
は
か
ら
だ
（
 q
 串
あ
 ）
と
な
っ
て
地
上
に
顕
現
す
る
 。
そ
れ
は
肉
体
（
 q
 ふ
て
む
の
か
た
ち
を
も
っ
て
現
れ
出
 た
 。
そ
し
て
地
上
の
 イ
 

エ
 ス
は
迫
害
さ
れ
て
十
字
架
の
死
を
と
げ
る
。
か
く
し
 て
 彼
は
父
へ
帰
還
す
る
道
と
な
っ
た
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
 の
 
㌧
蒋
の
 
0
 コ
 理
解
は
 、
 

 
 

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
原
始
教
会
の
聖
霊
 ・
キ
リ
ス
ト
論
に
属
す
る
。
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
キ
リ
ス
 
ト
の
 救
済
論
的
意
味
 づ
 

け
に
も
妥
当
す
る
。
彼
の
顕
現
は
・
人
間
に
本
来
の
存
 在
を
与
え
る
父
の
愛
又
は
命
令
の
啓
示
で
あ
り
・
彼
の
死
 は
 人
間
に
と
っ
て
命
で
 

あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
理
解
が
人
間
論
と
関
わ
る
 時
 グ
ノ
ー
シ
ス
的
と
な
る
。
名
を
通
し
て
本
来
の
存
在
を
受
 け
る
 者
は
 、
は
じ
め
 

か
ら
決
定
き
れ
て
い
る
特
定
の
生
け
る
者
で
あ
る
。
そ
の
 他
 の
 者
｜
 。
物
質
の
者
 
1
,
 ほ
 、
肉
体
を
持
つ
イ
ェ
ス
 を
見
ず
知
ら
ず
、
解
消
 

に
 定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
、
救
済
の
業
と
し
 て
の
十
字
架
理
解
に
お
い
て
最
も
あ
ら
わ
に
な
る
。
 つ
 ま
 り
 イ
エ
ス
は
、
無
知
・
 

ま
よ
い
の
産
物
た
る
物
質
・
こ
の
世
か
ら
人
間
を
解
放
 す
る
為
に
 、
 自
ら
の
こ
の
世
性
な
る
か
た
ち
（
Ⅰ
Ⅹ
 
ミ
ミ
 ）
 を
 十
字
架
上
に
解
消
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
命
は
こ
の
世
に
お
け
る
 愛
の
共
同
体
で
は
な
く
、
こ
の
世
と
無
関
係
な
天
上
的
 共
 同
体
と
な
る
西
二
 

一
一
以
下
）
。
 

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
理
解
は
、
ヨ
ハ
ネ
 的
 キ
リ
ス
ト
 論
の
 ク
ノ
ー
シ
ス
的
人
間
論
に
よ
る
 再
 解
釈
で
あ
ろ
う
。
 こ
の
解
釈
は
か
な
り
 

独
自
な
も
の
で
あ
っ
て
 、
 必
ず
し
も
ヴ
ァ
レ
ン
デ
ィ
 ノ
 ス
派
 ま
た
 ほ
 ソ
ロ
モ
ン
の
 頚
歌
 の
そ
れ
と
は
一
致
し
な
い
 。
し
か
し
解
釈
の
場
 

は
 、
わ
れ
わ
れ
が
見
た
限
り
お
そ
ら
く
エ
ジ
プ
ト
 と
そ
 の
 周
辺
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
少
く
と
も
二
世
紀
に
お
い
 て
 、
正
統
的
キ
リ
ス
ト
 

（
 
7
 
4
 ）
 

教
と
 グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
は
未
分
離
の
状
態
に
あ
っ
た
。
 め
 
示
教
史
的
に
は
、
 E
V
 

の
キ
リ
ス
ト
理
解
は
 

、
ョ
ハ
 子
福
 音
書
 と
 エ
ジ
プ
ト
の
 グ
 

ノ
ー
シ
ス
的
キ
リ
ス
ト
教
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
 で
あ
ろ
う
か
。
 

要
す
る
に
、
 E
V
 

の
キ
リ
ス
ト
理
解
は
、
そ
の
つ
の
 

q
s
o
 

コ
 理
解
に
お
い
て
は
グ
ノ
ー
シ
ス
的
で
も
仮
現
 説
 的
で
も
 な
く
、
そ
の
業
の
理
 

解
 に
お
い
て
グ
ノ
ー
シ
ス
的
で
あ
る
。
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「真理の福音」にお 
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  軍之 
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名
曲
 ヨ
 の
口
の
ず
 

n
h
 

～
は
 

ほ
 臣
の
前
に
前
 邑
詞
 マ
を
前
提
す
る
か
ら
 
正
し
く
な
い
。
 

  

ける キリスト理解 

づ
 ・
 
ゆ
つ
 

（
 
3
 ）
 ヴ
戸
ヲ
 円
ぃ
コ
ロ
 

田
 P
O
.
O
E
@
 
の
で
 
匹
 ・
 
笘
 ・
 
１
 
の
 デ
 
㌧
 仁
 
R
 甘
 ?
 巨
 ）
。
 
芭
 v
a
 
ぉ
窯
 -
 
～
ミ
ま
 蕊
ふ
 ～
 
ミ
襯
 。
 い
む
 
ふ
臼
田
の
頷
の
（
以
下
 Z
 版
 と
 略
記
）
や
 
9
 は
こ
 

こ
で
鉛
色
の
 
目
目
 
を
百
 p
-
o
 

セ
轄
マ
 
っ
 
て
良
と
 対
応
さ
せ
、
 
笘
浅
由
 ㏄
の
 
口
 （
 
-
@
e
 

ア
の
 三
 %
 ヨ
 の
と
訳
す
。
こ
れ
は
文
法
的
に
も
（
 

ミ
 ・
 れ
 
円
ぎ
 -
 八
館
～
～
め
い
か
ぬ
 

色
送
 ま
ま
Ⅰ
 こ
か
、
目
ぎ
ぃ
梱
ド
 の
 
の
 
0
 。
 ゆ
ト
ま
 ・
 甘
 「
・
 

0
.
 の
Ⅱ
Ⅰ
 

日
 。
 の
 せ
 ～
～
 
い
 も
～
 ぃ
 
～
～
も
 

き
ゼ
 ，
 0
 臣
 。
 臣
ト
 鴇
や
 
蕊
詳
参
巴
 
宗
教
史
 的
に
も
（
以
下
の
本
論
 

参
照
）
正
し
い
訳
で
あ
る
 0
 ミ
 ・
の
・
 

づ
日
，
し
舘
 
Ⅱ
 4
%
 
巨
 ㏄
の
 
巨
ヨ
 
目
の
 
（
毛
の
ず
（
プ
色
 
拝
 N
 笘
悶
 
㏄
 
0
 。
 
ト
 
の
り
 
8
N
.
 

㏄
（
・
と
の
の
 

す
 の
コ
 
マ
 の
。
 
p
.
p
.
O
 

：
 N
.
 
の
（
・
の
 

訳
 

ぎ
を
ぺ
 ～
 
下
 ぬ
っ
～
 

っ
吋
 
㌻
 ぃ
蕊
お
 い
 ミ
き
 ぎ
ざ
ぎ
 さ
咀
隠
い
の
め
 
き
 め
 ～
～
 
め
養
 さ臣
 き
ま
さ
を
こ
め
。
 
し
ぢ
ダ
 出
土
山
色
す
の
（
の
 

ト
 
の
 
日
 。
で
 や
お
 。
 
し
 ㏄
 
の
 ・
 0
 三
名
色
。
 之
盤
の
 

弓
 ヒ
コ
も
の
 

N
 仁
 
Ⅱ
せ
 い
す
コ
オ
ロ
 

@
p
 
コ
 が
り
 
ず
 
0
 コ
 Q
 コ
 0%
 
ゲ
い
イ
り
 
Q
 
壺
 。
）
 
0
 窩
下
 
。
や
㌍
の
・
 
プ
目
ち
 0
 一
ユ
（
。
 

し
捲
 
。
・
 

田
 v
a
 
コ
 ㏄
の
コ
ロ
 

ヨ
せ
 の
 
r
@
 
（
ハ
目
の
 

，
 
、
 
。
 づ
 キ
ト
 
い
 ㏄
 
ダ
 
）
の
亜
 

い
 

い
 
や
㏄
㏄
 

P
.
 

目
 ・
Ⅰ
 
0
 コ
い
 
の
 
，
づ
か
 e
 ら
さ
 ㊤
去
り
再
ぃ
安
岐
～
 
0
 さ
 。
 い
 0
 簗
 。
 コ
 円
の
り
の
。
 

や
ト
 0
6
.
 勾
 ・
 
P
 円
い
 
Ⅰ
・
 ノ
ブ
 
「
二
の
 

0
 臣
 ，
 卜
蕊
 
め
さ
 0
 め
 
驚
 い
 セ
ゃ
つ
ひ
 

-
 
ぬ
ま
 。
Ⅰ
 0
 臣
伍
 
。
 コ
 

ト
 
0
 白
の
。
 
ワ
ト
 ひ
 ひ
 ・
 ミ
 ・
 0
.
 セ
ハ
 
コ
ロ
コ
コ
 守
 。
 円
 ず
の
 
Q
o
m
 
㌧
 
臼
 c
 （
 づ
 Ⅱ
 
ヒ
 （
 
プ
ゆ
づ
宙
 （
 
ず
の
 
z
 。
 
毛
 円
の
海
ぃ
 
ヨ
 。
 
凄
 ダ
ビ
 @
 づ
か
ぬ
Ⅱ
悪
さ
 

際
 0
 。
 
も
も
 
x
.
 Ⅰ
 0
 コ
年
 
0
 ロ
ト
 の
り
 
印
 。
 

め
っ
 
下
 n
x
Q
 

養
さ
 

惹
 江
馬
 

e
Q
 

さ
咀
叉
 
@
 
ま
ま
で
や
 
ふ
 ～
 
い
 ～
 
こ
 ・
 Q
 ぴ
目
ぎ
 
的
の
臣
 
乙
 9
 。
せ
や
・
 

盤
 。
 
お
 ・
コ
 ミ
 "
 俺
 "
 
コ
ロ
 
（
 
-
 む
ミ
む
憲
ミ
宙
ま
琴
 ～
 ま
守
 「
 き
 「
～
 
め
 ～
 
ぬ
さ
 
～
ま
ま
安
さ
も
 

オ
 -
 
さ
 ㏄
㏄
Ⅰ
 

e
 
臣
 "
 Ⅱ
せ
の
口
内
の
目
口
目
せ
の
 

コ
ヰ
ド
ヰ
己
 

。
 ぃ
ア
笘
 
0
 
コ
 へ
い
巨
ヰ
 

（
 
-
 
ぃ
由
 
-
 
の
 
す
 の
㏄
 コ
 0
 ム
タ
為
 っ
㏄
 茸
 。
 1
0
 

の
の
 

-
 や
 ・
か
の
・
 

コ
 ・
 
｜
プ
円
 
の
斗
 e
m
n
 

汀
 ・
も
～
 ぬ
ヒ
 お
 や
 
：
 
迂
 i
 
（
 
ゃ
 
@
@
 
一
（
 

一
 
～
を
 め
 

（
 
2
 ）
 0
 ざ
の
 
（
の
の
 

コ
 。
 め
涼
さ
ヘ
キ
 

ぬ
き
 湧
 い
ざ
さ
 蝸
鸞
 ぎ
ま
・
も
 め
 ㏄
 さ
 。
 
ゑ
 ～
 
下
ぬ
 
Ⅰ
 き
笘
 ま
ま
 
俺
ぎ
ミ
 
。
の
む
 
づ
 0
 
ロ
二
八
㏄
 

り
コ
ト
 
の
り
～
 

-
 づ
や
 
・
の
の
 
田
 

し
 ・
の
曲
ユ
ロ
の
 

ロ
 
。
 づ
 キ
馬
 つ
 む
 n
o
-
0
 

的
ヒ
っ
 
㌔
 づ
下
 
0
 ま
 Q
 臼
ド
っ
コ
宙
 
0
 コ
 ）
 
0
 
日
。
も
 

b
.
 

）
い
ミ
・
 

ロ
の
 
（
の
：
付
せ
 

ハ
コ
 
の
 目
ぎ
日
づ
の
ユ
 
扇
エ
 
の
 o
n
 
プ
 Z
 ぜ
 
ハ
円
の
の
（
 

ぃ
ヨ
り
巨
 
，
鵠
も
由
 

臼
デ
ト
 
の
の
 
w
 
一
 
。
 七
 
@
-
 

⑦
。
 

b
,
.
 

｜
ブ
 
ラ
・
㏄
（
 

p
E
 

（
 
@
@
 

。
し
 
@
w
&
 

）
 
@
@
 
ざ
 ～
 
-
@
0
-
0
 

ぬ
 「
 
@
 
一
 
-
B
@
 

）
～
 
ぃ
 ～
 い
 
も
さ
 吋
 仁
心
さ
際
に
 

0
%
 さ
 さ
 句
 ～
。
 

e
 咀
よ
捺
 
心
心
さ
 

c
@
 

ぬ
轟
注
ハ
 
ロ
 ハ
 Ⅱ
 
屋
 ト
鰍
乎
や
 ）
）
押
出
 

注
 

（
Ⅰ
）
 E
V
 を
含
む
い
わ
ゆ
る
 ナ
グ
 
・
ハ
マ
デ
イ
文
書
に
つ
い
 
て
は
拙
論
「
コ
プ
ト
語
グ
ノ
ー
シ
ス
文
書
研
究
の
現
状
」
三
木
 教
 研
究
し
一
六
九
号
 

・
一
九
六
一
・
一
 
0
 ニ
ー
 
一
一
四
頁
参
照
。
 
E
V
 の
研
究
状
況
 に
つ
い
て
は
拙
論
「
新
約
外
典
Ⅱ
せ
ぃ
口
内
 匹
ぎ
目
 せ
の
（
 
一
 
（
が
（
 

@
 
ぴ
 」
「
 青
山
学
院
大
学
文
学
 

部
 紀
要
」
四
号
・
一
九
六
 0
.
 

一
五
 

｜
三
 0
 頁
 、
「
真
理
の
福
 古
書
に
関
す
る
参
考
文
献
」
コ
興
女
Ⅰ
六
八
号
・
一
九
六
三
 
四
｜
 五
頁
参
照
。
 

:
 
ヰ
転
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「真理の福音」におけるキリスト 理解 

（
は
）
 

E
V
 

と
ロ
ゴ
ス
讃
歌
と
の
関
係
は
已
・
 憶
 ・
 0
 匹
き
 r
 コ
 。
 ド
 ア
 の
 G
o
 

の
で
 

巴
ま
円
 q
c
 
チ
 "
 ト
ま
換
 m
-
 ぎ
ミ
憶
 %
 に
 c
a
 
～
 お
ぬ
史
 
～
 宙
ミ
ト
 0
 。
 ト
 の
の
 
ド
 。
 づ
で
 

㏄
㍉
 
，
も
 
）
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
但
し
筆
者
は
こ
の
 諭
 文
の
内
容
を
笘
ぬ
き
 
つ
 ま
 き
ま
曲
 き
ら
ひ
 め
 ～
 
ヌ
祭
 
（
～
 
め
 ㌣
 こ
 ご
。
 ワ
 ）
 0
0
 に
よ
っ
て
知
る
だ
 

 
 

（
は
 -
 
い
 ・
の
（
 

丼
仁
 
+
h
 
の
 q
 。
 巾
 （
 0
 す
 一
の
日
の
 
ユ
 の
Ⅰ
 づ
 （
 @
 
の
の
（
 

0
 （
（
 

q
p
 

隼
 @
 
（
 
@
C
 
ヰ
 。
 
Ⅱ
 苗
い
 
い
㏄
）
・
）
 

っ
 印
の
。
㌧
 

T
P
 

㏄
 亜
 1
 ）
 
り
 0
.
 オ
 ・
ロ
目
安
ロ
ぃ
 

コ
ダ
 
も
さ
 め
 も
 e
Q
 
さ
咬
鸞
 
～
ま
ま
 浅
 ま
 

目
す
 
キ
さ
 
芯
 n
 ㏄
 切
 。
の
む
宮
田
㏄
。
 

臣
 -
 
～
 
ト
 の
り
㏄
。
 

N
.
 

の
巨
の
・
の
り
ず
け
 

こ
 。
 木
っ
 ま
ち
 ま
よ
 ぎ
 さ
ま
さ
も
 蕊
 姦
悪
ま
 
て
 ～
 き
 「
 ト
 0
 ぎ
 さ
さ
 
ぬ
 ～
め
い
か
ぬ
 

さ
再
 め
を
 さ
 
の
づ
 
け
円
円
㏄
 

ぃ
 Ⅰ
占
卜
の
の
 

つ
 。
 つ
つ
 

ぎ
曲
 ・
参
照
。
 

（
 
M
 ）
 
E
V
 

二
三
・
一
の
 

宙
 c
u
 
ヰ
 ㏄
は
、
 
Z
 版
の
如
く
ヨ
オ
の
の
 
日
 （
禽
で
は
な
く
、
功
田
紳
 
G
 ユ
 き
 禽
 
。
 チ
と
 復
元
さ
れ
、
「
 彼
の
文
字
」
と
訳
さ
 

る
べ
き
で
あ
る
。
論
証
は
拙
論
い
 目
 
Ⅰ
の
 
き
コ
的
目
コ
隼
己
汀
巳
痒
 注
コ
 的
山
 お
巴
 v
a
 
コ
の
凹
ぎ
目
 せ
の
 
ユ
 村
エ
 の
、
牡
づ
せ
 
。
 3
6
N
 
。
 づ
や
 
・
 ぎ
 肚
ア
 
参
照
。
 

（
 
巧
 ）
Ⅰ
・
 パ
 c
 の
で
。
 
も
さ
 め
ま
ま
ま
 -
 
～
 
の
 
も
か
も
㏄
ま
 
い
忍
 ～
 
さ
ト
き
 ～
 
か
ぬ
ま
 
さ
 下
の
 キ
ふ
ま
め
さ
 
～
 
窯
 ヂ
 
）
 

㏄
 0
 コ
コ
 ）
 O
 印
 N
.
 ナ
 し
 い
コ
ポ
 
-
O
 
三
 
P
p
 

0
 ：
 つ
つ
ト
り
ト
曲
 

 
 

（
 
M
-
E
V
 

で
は
 
ノ
ホ
尺
ポ
二
 二
七
・
 ハ
、
一
 
こ
と
 経
注
 

（
 一
六
・
三
四
、
二
三
・
二
 
0
 、
二
六
・
五
、
複
数
Ⅱ
三
七
・
三
 ｜
 七
）
が
意
味
上
の
 

区
別
な
く
使
用
き
れ
て
い
る
。
 

@
-
 

但
し
 ョ
 ハ
不
文
書
に
お
い
て
も
、
こ
の
世
へ
の
 変
 
（
 ョ
 ハ
ネ
 三
 ，
一
六
、
一
三
・
一
、
九
・
一
五
・
一
四
 -
 は
 兄
弟
 愛
 
-
 八
・
三
四
、
一
五
 

一
二
、
一
七
、
 
1
I
 
ヨ
ハ
ネ
三
・
一
六
、
四
・
六
以
下
、
特
に
一
一
 

一
五
 -
 へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
 

は
円
 ・
の
（
 

曲
ヒ
 
目
の
 
q
 。
む
ぎ
 
憶
 0
 汀
ぅ
 
キ
ハ
下
 %
 め
ま
。
 
ロ
の
 
（
 臣
 Ⅰ
の
り
ゆ
。
 

づ
 笘
べ
 
・
 ロ
 の
お
・
 さ
の
 ま
め
。
安
き
 浅
 ま
さ
良
き
～
 
グ
 
出
ぃ
 日
す
 E
n
m
 
。
お
 0
0
 
。
 ロ
 ・
ひ
の
・
 
イ
 
4
.
 
タ
ミ
 
0
 ロ
｜
 

円
の
 
曲
 0
 Ⅱ
①
 
"
 円
す
 。
 目
 ㏄
二
曲
 

臣
 -
o
 
ぺ
の
 （
 
甘
 。
三
 %
 ㎝
 ア
す
 
。
二
ド
 
ハ
 の
 日
す
ゼ
 
の
の
 
年
 。
 臣
づ
卜
 
）
 ま
ダ
 
七
目
塞
 
目
 
参
照
 0
 

（
Ⅸ
）
 Z
 版
の
は
か
 
ほ
 
メ
モ
・
の
・
 

円
ま
 。
Ⅱ
 牡
穏
き
 ・
 せ
ヒ
 で
 
し
 の
Ⅱ
の
・
。
㏄
の
 

ヨ
 の
～
 
オ
 仁
コ
 
的
 ㏄
 臣
 N
 口
 Ⅱ
 巴
ト
の
 
（
 
ド
 ㌍
の
的
 

ド
 す
の
笘
の
び
 
巴
 v
a
 

㌧
㏄
 

匹
ざ
 日
 
せ
の
 
ヱ
 （
 
ぃ
 （
 
@
 
の
 。
 0
 「
 

ド
 「
・
 
ト
 0
%
 
や
 
や
 ド
 Ⅱ
㍉
は
。
。
 
@
 
コ
 往
コ
 の
ヨ
官
目
こ
 
の
り
 
ず
 の
 ぎ
す
ハ
お
コ
 （
 
笘
 ・
 
ア
 ・
 
コ
ざ
ず
 
（
老
臣
 ニ
オ
ア
日
斗
 e
 ユ
 の
二
の
し
Ⅱ
 す
 @
 
の
臼
，
と
、
円
 
の
曲
 
つ
め
 
1
 の
 ぴ
 巨
の
（
す
 

め
 Ⅱ
 
幅
ア
、
 

憶
 v
a
n
 
幅
ぬ
 
～
～
㌣
 

ヰ
 i
 末
氏
ふ
 
ぎ
臣
 め
 0
 き
づ
キ
 o
n
 
武
 ㏄
 v
a
n
 
㎏
 叉
ぎ
 ～
。
 C
 づ
 七
 の
い
 
田
ト
 の
り
 
0
 。
 や
ト
 Ⅱ
は
。
 ぎ
 
-
 
守
づ
 0
 の
の
 
1
 本
 び
コ
 
。
 
，
と
、
の
 ・
 0
 ぎ
 。
 Ⅰ
の
の
 

ロ
 。
 p
.
p
.
O
.
 

。
 せ
 ・
の
の
 

は
 
"
@
 
コ
パ
 。
 笘
 0
 叶
の
寸
 
守
す
 匹
の
の
。
と
訳
し
て
い
る
。
 

寅
 @
 
 論
証
は
拙
論
 ぺ
舌
目
 。
 毛
 ・
 N
 ）
の
曲
参
照
。
こ
こ
に
 詳
 説
 し
た
よ
う
に
の
 
ぃ
ア
 
の
 コ
 ㌃
。
 

p
.
p
.
O
,
N
.
 

臼
 ・
の
 訳
 "
 ぎ
の
宮
宰
 Ⅱ
 -
 
の
お
り
 
ア
 の
の
㏄
㏄
の
円
 

か
耳
ヒ
 

 
 

及
び
 

G
i
0
 

ず
匹
 。
 づ
蕊
 
Q
0
 運
叉
息
づ
へ
 ま
～
 
キ
 。
 之
 e
 毛
べ
 0
q
 
オ
お
 ひ
つ
 
。
 づ
 ・
 
ト
け
 
㏄
 巾
り
訳
，
，
 

@
 
コ
が
 Ⅰ
 
ヒ
の
 
㏄
 
才
 0
 Ⅰ
公
け
 ハ
 こ
の
 0
 Ⅱ
片
片
ず
㏄
（
：
・
 

，
 は
 必
ず
し
も
正
確
で
は
 

繍
 

 
 

な
く
、
目
の
何
ぃ
二
年
（
。
 

p
,
p
.
O
 

：
 
b
.
 

の
下
の
訳
。
。
 

田
 r
@
 

の
（
㏄
の
 

オ
 0
 日
 日
当
日
 @
 
（
（
宙
の
由
 
艮
主
ユ
 の
り
 
田
 T
 式
目
の
の
の
（
 

巴
ヴ
 "
 が
か
な
り
 
正
確
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

-
 
初
 ）
 
0
 宇
戟
 お
口
。
 

p
.
p
.
O
.
 

。
 づ
や
 
・
 
P
O
 
の
 ア
オ
 ・
 目
 ・
 
Q
B
 巨
 。
自
さ
 0
 蹊
ぎ
ぎ
ま
 
a
 き
 荘
内
 a
 ミ
セ
 の
 お
 ふ
 臣
ぎ
き
ち
 。
の
 0
 ぎ
 日
田
 り
 Ⅰ
 O
x
f
o
 

r
 
目
ト
 の
り
の
。
や
・
 

ト
 ㏄
 ト
 

  
一
か
 
L
 



                          """""" 。 "   一 """ 一 

 
 

送
る
。
「
ア
ダ
ム
が
起
き
上
っ
た
 

ズ
あ
 。
 
目
 
コ
ー
 
n
E
V
 三
 O
 
.
 
二
 三

）
時
に
 
、
 彼
は
目
を
 

-
 
刀
）
の
臼
の
 
コ
オ
 
の
。
 

p
.
p
.
O
.
 

。
 
N
.
g
.
 

ト
コ
ヨ
 
・
 
か
 
p
.
 
円
ま
 ・
 N
z
 
毛
包
 O
 
。
 N
.
 
細
 ・
 
み
コ
ヨ
 
・
 
燵
 ・
 尚
 、
 尹
 「
 
@
-
 

の
 
0
 
コ
 。
 
つ
 ・
 
6
7
0
 

、
レ
コ
 

ヨ
 ・
㏄
も
 こ
 の
 可
能
性
を
も
認
め
 

て
い
る
り
こ
の
可
能
性
は
か
・
 

け
 む
田
ヨ
四
ヤ
・
 

ヒ
い
 
す
 
@
 
す
宋
年
ア
 む
ぎ
 宙
 Q
 
比
 
%
@
 

且
め
 
n
@
 

ミ
 
@
.
Q
 

き
 。
二
の
～
～
ひ
い
て
 

鮭
紬
 -
@
 

っ
田
で
 
0
o
@
@
 

ミ
リ
の
Ⅱ
 

，
 
～
～
 

ぬ
 
～
 い
 @
 
む
 い
 っ
 
田
 
㏄
 
ぃ
 Ⅱ
Ⅱ
ご
 
り
 
さ
 ノ
宙
鎔
 

由
 Ⅰ
ま
ま
 
Q
 も
～
。
 

い
 。
 
由
ぎ
ト
ぎ
ダ
ト
 

の
 
も
 。
 下
 
0
 ア
 に
よ
っ
て
も
支
持
 
さ
れ
る
で
あ
ろ
 フ
 。
こ
こ
で
ソ
フ
ィ
ア
は
ア
ダ
ム
（
人
間
の
原
 

型
 ）
を
目
さ
ま
し
立
ち
 

開
い
た
（
 nE
V
 三
 O
.
 

一
六
こ
。
 

席
 ）
 ま
ガ
 
品
目
汁
。
 

p
.
p
.
O
 

：
 づ
口
 
・
 
ミ
 ・
 
ミ
 ・
下
臣
 

ヨ
 ・
ミ
り
 
参
招
  
 

（
㌍
）
 G
 宇
串
お
コ
 
。
：
 ド
 0
 ：
や
円
 
0
 
の
 

宛
 ）
こ
の
文
学
形
式
は
 ギ
 ヴ
ェ
ル
セ
ン
の
指
摘
す
る
 
ピ
ス
テ
 イ
ス
・
ソ
フ
ィ
ア
 
と
ョ
 ハ
不
の
ア
ポ
ク
リ
ュ
フ
オ
ン
の
は
か
 

、
 フ
リ
ー
ル
，
 p
 ギ
オ
 

ン
 、
使
徒
書
簡
、
ス
ト
ラ
ブ
ー
ル
・
コ
プ
ト
語
パ
ピ
ル
ス
の
福
士
 

日
害
断
片
に
も
前
提
さ
れ
て
い
る
。
 

@
 ）
の
 

r
O
 

す
臼
 
・
 p
.
p
.
O
 

：
 N
.
 

の
（
・
オ
コ
 

日
 ・
）
㌍
・
 

び
鴛
 
・
 
葵
ト
 

（
 
為
 ）
 耳
 ・
）
・
㏄
 

ぃ
ゴ
 
0
 
の
で
の
。
 

べ
 。
 
ま
目
 ～
ま
ま
～
～
 

ひ
 
い
き
 
め
さ
 
㍉
～
 
ぬ
 
㌻
寒
の
 臣
 ふ
め
 
て
 ・
 円
 む
ま
 
口
 的
の
 
コ
 ）
 
0
 
の
）
。
や
・
 

P
 
の
・
 巴
 ・
 
パ
 曲
の
の
 

ヨ
 の
 
コ
コ
 
。
 本
 円
一
（
 

@
 
の
 
ぃ
テ
 
の
オ
コ
 
日
ぜ
 
の
の
 
づ
 0
 
コ
 

づ
巨
 ・
 0
 。
の
・
）
）
。
 

ぎ
 -
 由
 志
太
ま
お
か
め
 
へ
 ぬ
Ⅰ
の
ま
う
 

卜
ぬ
悪
 
ま
荘
田
 
ま
 ～
 
ミ
ま
 
二
心
も
養
 

ゲ
 Q
 ぴ
 宝
田
 
沌
 
0
 
コ
）
の
の
 

P
 
や
べ
 
の
・
の
・
Ⅱ
～
 

ぽ
 年
ヱ
 
リ
ブ
，
 
し
の
「
 
い
 「
 
"
 
の
 
（
 い
臣
ユ
 
一
の
 

目
 
リ
 
ブ
 ま
 %
 口
の
Ⅱ
。
 

ぎ
 -
 も
や
 
い
円
 
ノ
ン
 

心
 
～
（
い
さ
に
Ⅰ
 

ミ
 @
 
。
 
さ
卜
 
し
 め
悪
 
㌻
 ミ
 @
g
 リ
ん
 

ハ
 リ
 
コ
ぎ
 
的
の
 
コ
 ）
 
0
 
の
 
2
 
。
 せ
 ・
 
コ
っ
 参
照
。
 

（
㌘
）
 C
 胡
ヨ
 ・
 糖
 一
 
%
.
 口
ロ
 
9
 、
お
円
の
（
（
・
 

c
a
 

（
 
コ
 ・
）
 
鮭
 Ⅰ
 り
農
 
。
 い
 
ま
 ヨ
日
 
ず
ニ
 

5
,
l
H
 

銭
 o
 の
で
ユ
日
田
が
・
但
し
、
エ
イ
ナ
イ
オ
ス
 

の
 伝
え
る
ヴ
ァ
レ
 
ン
 

テ
 ィ
 ノ
ス
派
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
は
か
ら
だ
官
 

$
 モ
羽
 
金
浜
 
-
K
 

ヘ
 
こ
 を
と
る
（
 

A
H
 

一
・
六
・
こ
が
、
肉
体
 

す
憶
こ
 は
と
ら
 な
い
 0
 玉
、
お
そ
ら
く
 

ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
派
に
属
す
る
と
 

俺
 わ
れ
る
コ
プ
ト
語
・
 
ピ
 リ
ピ
 福
音
書
 宙
 ・
 
ワ
ち
 。
 
乙
グ
宙
 
・
 
1
 
目
・
の
 
目
 目
方
 
の
 
。
 木
 。
 
ち
 ～
～
 

め
黒
 ㎏
 さ
 も
め
 
こ
乞
 
き
も
め
寒
さ
 
ぺ
 l
 

～
㏄
）
 

め
 Q
@
 
ま
 -
Q
 

め
 
や
 
@
 
㍉
Ⅰ
 
セ
 「
 
0
%
.
n
-
Q
@
 

く
 ～
も
 

め
め
 
p
-
 

（
 
-
 
や
や
ノ
 

（
 
ぬ
め
 
・
㌔
 
*
-
 

）
や
っ
 

@
 
ま
も
 

全
一
。
 

-
 
十
 
@
@
 

の
（
 

@
@
b
@
u
@
r
 

的
ト
 
0
 
の
 
0
 。
で
で
・
㏄
ち
ま
・
 

オ
 ・
ヒ
ミ
 

c
 
Ⅰ
 
と
ト
 

L
 
「
目
の
 

0
 
（
 
ゲ
づ
下
 
@
w
 
め
 も
も
 
ミ
 0
 
㌔
Ⅰ
 臣
 ～
～
～
 

寸
 。
 

Ⅰ
 ミ
杜
 0
 
コ
 ）
 
の
 
の
 
0
 
。
や
・
 

0
 参
巴
 
で
は
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
が
「
 

ま
こ
と
の
肉
体
」
を
と
る
 
二
 0
 四
 
@
 四
 ｜
一
 0
 五
・
三
、
一
 一
六
・
三
 
0
 ｜
 三
五
）
。
 

（
 
0
0
 
）
 ひ
ノ
 
-
K
o
 

の
又
は
ぎ
㍗
 月
 １
 %
 目
 ・
 レ
 下
目
の
お
。
 
ガ
プ
 の
 
み
 。
 
u
.
O
q
 

充
 .
 目
 
0
 
ア
 ）
 
0
,
 

の
い
 

い
 5
2
0
 
。
 
か
 （
 
片
ノ
 
ア
レ
ン
テ
イ
 
ソ
ス
 派
 ）
 
、
 出
る
や
 ト
眩
 

せ
 き
 ・
の
が
 

0
q
.
 

の
 -
 
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
 
ュ
 ス
テ
ィ
ノ
 ス
 Ⅰ
 宙
 ち
 ゃ
 ～
臥
せ
～
。
ひ
の
・
 

ひ
 
9
 辞
甘
 ・
 
N
N
 
（
 
ナ
ハ
 シ
ュ
派
）
の
 
0
 
（
 
屯
 ・
 由
 窯
ョ
 ・
 H
 
ド
め
 
@
 Ⅹ
）
 ま
 

い
 ・
の
 
-
n
 

ず
毛
 
キ
 
-
 @
N
N
 

の
（
・
。
 

下
 「
 
@
@
.
q
 

と
：
 
@
 ～
」
 

て
 
@
 
@
 
づ
 一
「
 

ヴ
ゑ
 
Ⅰ
。
 
H
@
.
 

三
の
史
 @
 
台
 
照
 。
 

宛
 ）
た
と
え
ば
ヨ
ハ
ネ
ス
行
法
の
 ゴ
陳
 
e
n
 
り
き
乙
憶
更
 0
4
0
 
思
想
（
毛
の
打
 
り
コ
ロ
 

（
・
 

p
.
p
.
O
.
 

。
 
毛
 ・
 き
樺
参
巴
 。
使
徒
書
 簡
の
 イ
ェ
ス
の
言
葉
 

宙
 ・
 
つ
 っ
 
コ
 Ⅰ
 0
 
の
名
の
田
り
ず
・
も
軽
め
ち
 

0
 
キ
 
も
さ
 
色
 め
き
 
め
さ
逮
さ
目
 

さ
㌻
～
 
ま
ぬ
き
 
め
 
～
～
 

ぬ
さ
焉
 
か
き
ま
さ
 

れ
 Q
 
ミ
 ・
の
 T
 の
の
 

臼
 P
c
 
鴛
 。
や
 
9
 
参
照
 -
0
 ト
 マ
ス
福
音
書
の
「
生
け
 (2 色 22) 54 



冤
 ）
テ
ィ
ル
 訳
 
（
上
掲
個
所
）
で
は
「
彼
ら
が
成
長
し
た
の
 

ち
に
」
。
 

  

…
 ひ
 
窯
も
 

"
 

「真理の福音」に お 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
 
メ
ヌ
オ
 
お
 い
臣
宙
グ
 p
.
a
.
O
 

：
で
・
 

い
 Ⅱ
 曲
 

及
び
次
の
拙
論
参
照
「
グ
ノ
ー
シ
ス
」
「
日
本
の
神
学
」
 2
 

一
九
六
三
・
六
九
以
下
 

（
但
し
こ
こ
で
は
右
の
有
賀
論
文
を
参
照
し
な
か
っ
た
 
為
 筆
者
に
 よ
る
同
氏
の
業
績
に
関
す
る
論
述
が
不
正
確
で
あ
る
Ⅰ
「
キ
リ
 ス
ト
仮
現
 説
 」
「
聖
書
 

   
 

0
 世
界
」
一
九
六
号
・
一
九
六
三
・
四
八
頁
以
下
、
「
グ
ノ
ー
シ
 
ス
の
 
イ
エ
ス
理
解
」
「
史
的
イ
ェ
ス
の
問
題
 

L
-
 聖
書
 学
 論
集
 2
 ）
一
九
六
四
・
九
五
、
 

 
 

 
 

一
 0
 
 一
頁
。
 

 
 

（
㏄
）
自
分
の
心
中
で
は
賢
者
と
 巴
 っ
て
い
る
が
実
は
そ
う
で
 
な
い
者
の
意
。
 
づ
き
 。
 N
 毛
受
 切
臼
チ
リ
ブ
 

の
 r
0
 
ヴ
二
 。
 ヂ
 P
O
 
：
 

 
 

  ける キリスト理解 

6
 々
 エ
 ・
 
ス
 」
 -
 拙
論
「
ト
マ
ス
に
よ
る
福
音
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
 」
 コ
 基
督
教
論
集
 ヒ
 十
号
・
一
九
六
三
，
五
八
頁
以
下
巻
 巴
 。
 

（
㏄
）
 ト
 ・
 
4
0
 
コ
ヱ
キ
コ
お
オ
 ・
 ト
薫
き
 悪
き
も
 め
 「
も
。
 蝸
 ま
ぬ
 笘
吋
 
㏄
 ぃ
 
下
ざ
 苗
鮭
 H
.
 
円
む
オ
ぎ
 
波
の
 
コ
 。
 
ト
の
 
㏄
）
。
 
つ
つ
 N
 ）
 い
ア
 
は
 
0
 三
 %
 臼
ユ
 ㌢
 臼
 0
 ㌍
の
を
次
の
三
つ
 

の
型
に
分
類
す
る
 
0
 デ
モ
 祭
て
寺
 
n
 り
黛
 
中
巳
 
-
 尊
 
黛
色
 
て
ミ
 ・
 ド
 
の
の
の
 

仁
 ヨ
づ
ヱ
 
O
 の
 p
q
 
コ
引
 ・
 ド
せ
ぎ
 音
も
良
 -
q
 史
て
 
ヤ
目
・
Ⅰ
 鰍
鮭
 ヨ
ル
 コ
ヰ
、
 Q
 ぬ
 
い
 
も
 キ
 @
 
も
 キ
ト
㏄
 
氏
 ㏄
Ⅰ
Ⅰ
 
-
 
Ⅱ
Ⅰ
 
さ
 

悶
 ～
 
さ
 か
ぬ
 目
 。
 
め
の
ユ
ぎ
 串
の
り
 
ダ
 
㌧
 つ
 ・
）
 
お
曲
 ・
ト
ニ
・
 ロ
 ・
 パ
 。
 与
 。
 憶
祭
 ミ
セ
 Q
 臣
 ミ
ゑ
～
Ⅰ
 
さ
も
 も
 ミ
 ミ
ぉ
 ぬ
め
 
。
Ⅰ
 0
 ヰ
年
 
0
 ヰ
ぷ
 の
ひ
 
0
 。
㌧
や
・
 
ト
 ち
り
 田
 

も
こ
の
定
義
に
従
 

っ
て
い
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
論
は
た
と
え
ば
次
の
個
所
に
認
め
 ら
れ
る
。
ピ
リ
ピ
 ニ
 ・
 六
 、
 
p
 マ
ハ
・
 三
 、
Ⅰ
テ
モ
テ
三
・
一
 @
 、
 
Ⅰ
ヨ
ハ
ネ
 
四
 ・
 

一
一
、
Ⅱ
ヨ
ハ
ネ
 月
 い
銭
ヒ
・
）
 
2
 。
）
 
つ
 せ
匹
・
 ダ
 ・
 
0
 。
）
 
0
 ヂ
 
の
。
 
q
 。
。
 
"
 ）
 ど
 
1
2
 

。
）
 

0
 一
の
 @
 日
 ・
 
レ
す
 x
.
d
 
宇
 ・
㏄
ご
下
の
・
）
の
・
 

び
 。
）
 
お
 
円
 ㊤
（
・
の
の
す
・
 
P
 が
 

円
 ア
田
 チ
 
Ⅰ
 お
 ・
㏄
 9
 
戸
 往
 ・
 円
デ
ぃ
 0
@
 し
や
臣
で
 0
 津
 ・
 
ド
ニ
 0
 日
の
凹
・
 
q
 。
 
か
 ・
の
一
パ
 
店
 （
・
 

c
a
r
 

口
 ・
の
。
）
（
 

下
笘
 二
品
）
 
@
 ）
 0
 。
 ゲ
 
）
 又
 ）
（
 せ
注
 ⑬
（
 @
C
 巴
 @
 

㌧
 巨
 ・
 巴
せ
 ・
 p
O
 
ナ
 の
 曲
 1
 ）
 0
9
9
 
ト
 ト
 P
 の
 O
1
 
㏄
 り
 
-
 
せ
 田
の
 
コ
 （
ピ
ロ
 

拐
 
派
 2
.
 

）
。
 

ロ
 の
力
 0
 の
 
億
 Ⅱ
Ⅱ
 

e
c
 

甘
 。
 臣
 e
 
 宋
隼
 ・
 目
 ・
冨
田
日
 ヨ
の
 。
 甘
 １
 の
 ア
 ・
㌧
 ロ
 の
 り
ア
 
・
 の
 

0
 建
 ナ
口
 
凹
 ・
 目
 「・
の
・
 

円
ぎ
 。
 N
 由
 Ⅱ
 
ざ
ア
 ）
の
の
の
）
・
下
か
。
）
 

白
 

（
 
紐
 ）
 
Z
 版
 五
七
頁
参
照
。
 
E
V
 の
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
ス
又
は
 そ
の
派
起
源
 説
 を
と
る
の
は
、
キ
ス
ペ
ル
 、
 フ
ア
ン
・
ウ
ニ
 
ク
 、
ギ
 ヴ
ェ
ル
セ
ン
、
 

ゲ
ル
ト
ナ
Ⅰ
ブ
ラ
ウ
ソ
・
リ
ン
グ
レ
ン
、
 
ヨ
 ナ
ス
、
ウ
ィ
ル
 
ソ
ン
、
グ
ロ
ー
ベ
ル
、
グ
ラ
ン
ト
等
（
文
献
は
注
 2
.
 

㎎
・
 

初
 参
巴
 。
 

-
 
㏄
）
 
メ
ケ
 P
 づ
住
 ・
や
や
き
、
 ド
 
シ
ェ
ン
 ケ
 は
 E
V
 を
 ソ
 p
 モ
 ン
 0
%
 取
 周
辺
に
お
く
。
ヴ
ァ
イ
ガ
ン
ト
も
こ
の
説
に
近
い
（
 文
献
注
 2
 ）
。
 

（
㏄
）
 づ
ア
 の
 O
 毎
 c
q
 
ま
，
オ
ぃ
冊
 
・
 
H
g
 
の
 ぽ
ヨ
 ・
 ト
 -
 
の
 x
.
 ぴ
巨
 
。
 ヨ
 ・
ロ
目
 ピ
 。
 P
0
 
一
 ヱ
 セ
ロ
・
 
ぺ
の
ぁ
 

・
目
の
 @
1
0
 
・
資
料
批
判
と
 ヴ
 ア
レ
ン
テ
 
イ
 ノ
ス
派
と
の
関
連
 

ほ
 つ
い
て
は
 
ヲ
 「 
由
幅
ぃ
コ
持
 
、
 
p
.
p
.
O
.
.
 

っ
て
 
・
円
ら
 

曲
 ・
参
照
。
 

菊
 ）
こ
こ
で
、
多
く
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
よ
 
う
 に
 グ
ノ
｜
 
ン
ス
 的
 キ
リ
ス
ト
論
と
仮
現
説
を
同
義
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
 い
こ
と
を
強
調
し
て
 

お
き
た
い
 0
 し
 0
 オ
の
 
（
 
@
 
の
ヨ
巳
 と
は
キ
リ
ス
ト
の
こ
の
世
に
お
け
 る
 姿
を
仮
象
（
 守
ワ
の
っ
ス
 

E
c
 
モ
め
 
。
で
き
 う
 h
r
@
 

ア
モ
 

ま
セ
き
 
Ⅰ
 モ
ま
 
。
や
ま
で
 
T
 良
 Ⅰ
 
へ
 ⑨
と
み
な
す
説
で
あ
 

っ
て
 、
 グ
ノ
ー
シ
ス
的
キ
リ
ス
ト
論
の
ひ
と
つ
の
型
で
あ
る
。
 
こ
の
意
味
で
有
賀
鉄
太
郎
「
イ
グ
テ
ィ
オ
ス
の
キ
リ
ス
ト
論
」
 コ
 基
督
教
研
究
 ヒ
 千
巻
 

 
 

一
九
三
三
，
 三
 0
 頁
 以
下
に
お
い
て
、
 
卸
寅
 （
 
@
 
の
ヨ
 を
「
仮
象
 説
 」
と
訳
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス
に
共
通
の
キ
リ
ス
ト
論
と
み
て
 
い
な
い
の
は
正
し
い
。
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め
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め
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ャ
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～
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c
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、
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札
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 @
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：
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め
め
 
～
 
Ⅰ
 
a
 
さ
 ～
 
e
 、
 
～
 
採
 
-
 
田
 
c
 か
 め
 で
で
。
 

ぜ
 
の
 
め
 
m
x
 
め
ぃ
キ
さ
な
 

・福音」におけるキリスト 理解 

略
記
号
 

一
 、
テ
キ
ス
ト
（
主
と
し
て
本
文
中
に
引
用
し
た
も
の
）
 

下
田
 @
 中
り
下
ぃ
 

0
 目
 の
 。
 P
 Ⅰ
く
の
お
二
の
目
の
の
 

q
n
 
び
 
の
の
 

レ
木
い
 -
 ト
 ・
 旨
 ・
 困
 「
 
0
 づ
で
 
古
田
）
 -
 ら
湧
 太
き
ぬ
き
驚
 き
憶
 ～
 
め
 （
 き
め
 い
 さ
 悪
ヰ
 

0
%
 

Ⅱ
 守
 
Ⅰ
 ド 。口
目
良
主
 
討
の
 ）
の
㏄
 

弓
 

0
 下
 
@
 の
 0
 笘
の
Ⅹ
下
の
ず
の
 

毛
 ず
目
 仁
 9
 
の
 ロ
 ・
の
・
の
り
 

プ
日
乙
 ㌃
 
0
 も
守
之
 
も
俺
 目
 。
 d
 の
 ユ
ぎ
 ）
の
 
ぎ
 

の
 ㏄
 @
 の
 c
 ロ
の
メ
い
 
（
 
ヒ
ぅ
ぎ
コ
ニ
ダ
 
の
 ロ
 ・
の
・
の
 
0
 ア
 ヨ
田
 Ⅰ
メ
モ
・
 
れ
 ・
 
づ
臣
 -
 
。
 再
 8
%
 
め
も
キ
ー
 

う
さ
 0
 の
曲
め
 
0
 
ヰ
 ぬ
め
ま
 Ⅰ
ハ
ト
 

ぎ
さ
 
Ⅱ
・
㏄
 
め
ユ
ぎ
 串
の
切
り
 

の
 Ⅰ
 @
 ㌧
 ア
串
 
0
.
 巨
 り
の
 0
 コ
ヰ
 
Ⅰ
 絃
 。
 コ
 0
%
 

二
幅
 

仁
ぃ
 
Ⅱ
 
宙
 目
 
（
 

Ⅱ
Ⅹ
 @
 Ⅱ
Ⅹ
簗
の
 
@
m
n
 
Ⅹ
 円
ず
 n
0
 
年
 0
 （
。
 

Ⅰ
 づ
 -
 Ⅰ
山
口
目
㊦
「
㌧
 

斡
 ㌧
 ヒ
 （
仁
ポ
・
 

ト
 
㏄
。
 
り
ぎ
 
@
 卜
 ・
 
り
鰍
 ぼ
主
り
 
ア
 。
 ト
 Ⅰ
 さ
 Ⅱ
 さ
 タ
い
 住
づ
ふ
 
㏄
 ト
 ㏄
の
Ⅰ
 

㌧
 目
 0
@
 

バ
・
 

巾
セ
 
e
@
S
t
 

。
づ
口
ぃ
 

ヰ
 N
 宋
 十
 -
 。
む
に
 
晦
 「
～
 
ぬ
い
 
か
㌻
 ハ
 
か
め
専
い
Ⅰ
 
ミ
キ
 
ぃ
 辱
も
お
 
ヒ
ミ
 。
 ロ
の
 
（
 
臣
 ・
Ⅱ
 @
 ト
 の
り
の
・
Ⅱ
 
@
 ト
の
 
㏄
 目
 

二
 、
学
術
雑
誌
・
辞
典
 

巨
づ
 -
 圭
 Q
e
g
 
ま
づ
採
 ぎ
ま
心
さ
 
ぎ
ま
 

笘
づ
キ
 Ⅱ
 @
 レ
ぶ
由
 
㏄
 ゃ
 ～
隠
さ
も
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づ
 か
ぃ
 
驚
 0
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 ～
 
め
ハ
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づ
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ふ
 ～
 

O
*
-
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「
～
 
ぬ
芯
 
～
 
隠
 ～
～
Ⅰ
 

Ⅰ
由
の
 -
 士
 ま
ぬ
 め
 ～
～
さ
ぬ
 

田
捺
 
（
も
 
ミ
ミ
ぎ
お
め
ま
 Ⅰ
「
～
 

0
%
 

㎏
 

ね
 ち
 ㏄
 -
 市
ミ
～
 
俺
 ぎ
さ
 0
 驚
鴇
ぎ
驚
 

づ
下
い
 
N
-
 づ
 苗
も
も
ぎ
下
臣
 

ぃ
蕊
ト
 ～
～
 
め
 ）
 
び
 ～
 
窯
轟
め
 
ぎ
悪
さ
め
 

づ
 下
ヨ
 

ミ
 さ
 -
 づ
か
 n
o
 

～
ら
め
～
 

め
ぃ
臣
ぬ
 

め
目
 ぷ
、
 
～
 
ぬ
 *
 
Ⅰ
 *
n
 
か
 い
 ま
さ
め
く
く
 

こ
ミ
さ
つ
 め
 め
 Ⅰ
 
八
 
Ⅱ
ま
も
 
枠
い
 

Ⅰ
 

Ⅱ
 づ
か
 -
 べ
轟
づ
蕊
っ
さ
 い
ざ
さ
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付
記
 

以
上
の
報
告
は
、
筆
者
が
一
九
六
二
年
に
ド
イ
ツ
・
 エ
 ル
ラ
ン
 ゲ
ン
大
学
に
提
出
し
た
学
位
論
文
し
ず
 C
 ア
 「
 
@
 
の
 
（
 
匹
 。
笹
の
隼
 
9
 
口
 つ
い
 
コ
的
の
目
 

@
4
 

日
 ソ
ト
 
の
 
コ
 叶
い
 
ヰ
 
-
 
の
 
"
 

め
 ぎ
の
Ⅰ
 
ム
 @
 
ぬ
 @
0
 
コ
 の
の
の
り
 

ア
 @
n
 

ず
 （
 
-
@
n
 

す
の
 
C
 口
 （
 
0
q
 
の
 
目
ぃ
 
ア
臼
瓦
の
中
第
二
 部
 、
第
一
・
 ニ
 ・
三
章
か
ら
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
部
分
を
取
 り
 出
し
・
そ
の
後
に
出
版
 

き
れ
た
文
献
を
も
苦
患
に
入
れ
つ
つ
、
全
く
新
し
く
ま
と
め
 上
 げ
た
も
の
で
あ
る
。
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「
霊
菌
 

盆
経
 
」
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
 

経
 
録
の
記
載
を
相
 

互
に
比
較
し
て
訳
者
・
訳
出
年
代
、
紙
数
、
異
訳
経
 

類
 
、
 
前
代
典
拠
 

経
録
 
・
 
経
 

題
の
変
遷
な
ど
に
つ
い
て
概
観
し
・
現
存
経
の
本
文
 

批
 
評
や
引
用
文
献
と
の
比
較
を
試
み
な
が
ら
訳
経
史
研
究
の
 

観
点
か
ら
 

幾
 っ
か
の
 

問
 

題
 
点
を
提
出
し
て
み
た
い
と
思
 

う
 
。
 

ま
ず
現
在
の
蔵
経
に
最
も
影
響
の
大
き
い
官
代
 

の
 「
 
茜
 元
銀
」
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
「
開
元
銀
」
の
 

代
 
録
の
竺
法
護
 

訳
中
 

駿
に
 
、
有
本
と
し
て
 （

 
i
 
）
 

 
 

  

 
 

 
 

  

岡
 

卸
け
 

口
 

れ
雄
 

孟 
蘭 
分 血 
絶
類
の
訳
経
史
的
考
察
 

。 ヒ 



  

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
以
下
に
見
る
ご
と
く
明
白
で
あ
 る
 。
 か
 

査
定
 は
 貫
長
房
の
独
断
に
ま
っ
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
 

に
 、
有
本
と
し
て
 

「
 僧
祐
録
 」
宮
出
三
蔵
記
集
き
は
ど
う
か
。
「
玉
蘭
 
経
 

な
く
な
っ
 

」
は
も
 

 
 

が
 記
載
さ
れ
て
い
る
。
 
失
 訳
の
部
に
有
本
と
し
て
記
載
 さ
れ
て
 
ぃ
 

な
い
が
・
そ
れ
に
 は
 訳
者
の
査
定
が
な
か
っ
た
し
、
「
 僧
祐
録
ヒ
 

な
ら
な
い
。
し
か
し
「
 僧
祐
録
 二
の
 記
載
か
ら
だ
け
で
 

-
 

ほ
 実
際
 ど
 

ね
 、
ど
ん
な
 異
訳
 が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
皆
目
わ
か
 ら
な
い
 

そ
こ
で
 僧
祐
が
 
「
 孟
蘭
経
 」
を
な
ぜ
 
門
 共
訳
 雑
経
 録
し
の
 申
へ
 

成
 一
本
数
名
。
 成
 
一
名
数
本
。
 或
妄
加
涯
字
 。
 以
辞
繁
 数
珠
。
   

く
し
て
前
代
 経
 録
の
典
拠
の
虚
構
が
あ
ば
か
れ
る
と
、
 

ヨ
 二
室
 細
 し
の
 

て
く
る
。
 

ち
ろ
ん
竺
法
護
 訳
 中
に
は
見
出
さ
れ
ず
、
 
同
録
の
 
「
 
失
 訳
雑
経
録
 ヒ
中
 

た
こ
と
か
ら
、
撰
者
 僧
祐
は
 、
こ
の
経
典
を
実
際
見
て
 い
 た
に
は
相
違
 

以
前
の
前
代
軽
銀
に
も
訳
者
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
 た
と
考
え
ね
ば
 

ん
な
内
容
の
経
典
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
分
量
が
あ
り
、
 

い
 つ
 ご
ろ
訳
さ
 

編
入
し
た
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
 

僧
祐
 は
こ
の
序
文
に
 

或
撮
半
 主
題
。
 以
 文
雀
戒
具
。
玉
松
 書
誤
益
 惑
乱
 甚
楚
 絡
 。
故
知
払
出
 

な
 む
 ち
 
ヨ
 二
室
 細
 し
が
典
拠
と
し
て
あ
げ
る
同
侶
 録
 」
 な
 る
も
の
に
は
、
新
た
な
訳
者
の
査
定
を
含
む
も
の
で
な
 か
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
 

（
 
4
 ）
 

ま
で
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
他
の
一
つ
の
 典
 拠
 
三
蔵
 記
ヒ
 す
な
わ
ち
「
 僧
祐
録
 」
に
、
「
玉
蘭
 経
 」
が
竺
法
護
 訳
 と
さ
れ
 

と
あ
る
。
こ
の
「
三
宝
 細
 し
の
記
載
に
は
 下
誰
 が
存
し
 な
い
が
、
こ
の
部
分
に
収
め
ら
れ
た
経
典
 は
 す
べ
て
「
 旧
 銀
波
三
一
茂
記
し
と
い
う
 

前
代
 経
 録
の
典
拠
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
か
ら
、
「
霊
菌
 経
 」
に
つ
い
て
も
か
か
る
前
代
経
典
の
記
載
が
あ
っ
た
 と
 い
う
こ
と
に
な
る
。
 

し
か
し
近
代
に
お
け
る
 経
 録
の
歴
史
的
な
研
究
は
 、
コ
 壷
紀
ヒ
の
 記
載
を
批
判
的
に
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
 を
 教
え
て
い
る
。
 す
 

当 
益 そ す 
蘭 こ る 

経 一次と でこ 巻 3 ） に - ㍉ 間 は 
開 達 
万 い 

録 な 
ヒ い 
が 。 

典 
拠 
と 

し 

て 

あ 
  
た @ 
  
歴 

代一     
宝 
紀 
。 @ 
を 

見 
る 

と 

んん 一   
法 
荏文 

訳 

の 
中 
@     
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孟蘭盆経 類の訳経史的 老 

か 『 『 排 それ 次に っだ 三宝 僧 祐 列さ 

  。 細 銀 れ 故 
。 "@  し 

  やはい て 『 失 
  『 現 た 訳 

法 「 
開 存 と 雑 事 軽銀 経録 元銀」 」 最古の いう 

fc=, が 径 実 の 

  

L=   
」 記 経 な 

唐代 と 事 」 特 
同 の の 質 

    
静 「 調 性 や 「 
泰 と に 性 霊 
録 L 
な   蘭経 した 」 も定評 格を考 

ど 報 が 察 が 
  恩 、 お す 何 

奉 る る ら 

記載 盆 か 上 の 
  経 ら で 下 
ど 」 、 か 青圭 

  は な な を 
    
  

。 司 """""     
され 僧 「 さら 重視 

祐 で し る 
宝 録 あ て こ 

紀 
&= 

し る よ と 
に 0 い な 

と は な の く 

同 ま お で /J 、 
じ だ つ は 乗 
頃 記 い な 経 
撰 載 で い の   経 

ぃ ば 
法 「 な   

@ ァ し @, @ 一 
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察 

多
く
、
一
巻
の
も
の
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
 ナ
 
」
と
で
あ
る
。
 

今
 問
題
に
し
て
い
る
「
 孟
蘭
経
 」
一
巻
は
有
本
の
部
に
 発
見
さ
れ
、
そ
の
前
後
に
は
「
阿
含
経
」
、
「
修
行
道
地
 経
 」
、
「
な
方
柱
」
、
「
 

出
 

曜
経
 」
な
ど
の
抄
出
隆
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
 
僧
祐
 が
そ
れ
ら
の
中
に
「
 孟
蘭
経
 」
を
編
入
し
た
の
は
恐
ら
く
 次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
 

る
と
思
わ
れ
る
。
㈲
分
量
か
ら
見
て
独
立
の
翻
訳
経
で
は
 な
く
抄
出
隆
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
こ
と
、
㈲
経
の
内
容
 が
 日
蓮
説
話
の
一
つ
で
 

あ
る
こ
と
か
ら
、
小
乗
経
典
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
と
 考
え
た
こ
と
、
㈹
し
か
し
 僧
 祐
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
 、
実
際
に
は
「
馬
関
 
経
 」
 

の
 大
経
に
相
当
す
る
も
の
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。
 

僧
祐
に
よ
 れ
ば
、
こ
の
 
録
 

「
賢
愚
経
」
、
「
 讐
愉
経
 」
、
 

か
を
可
能
な
か
ぎ
り
調
査
し
 

実
際
わ
れ
わ
れ
が
今
日
、
 

に
 編
入
さ
れ
た
も
の
は
大
経
（
「
四
阿
含
経
」
、
「
六
度
 
集
 経
 」
、
「
 
道
 地
歴
」
、
「
大
集
経
」
、
「
 
出
曜
経
 」
、
 

「
 
生
経
 」
等
）
の
一
部
を
抄
出
し
た
経
典
が
多
い
こ
と
を
 述
べ
、
こ
の
抄
出
 経
 が
ど
の
大
経
に
基
づ
く
も
の
 

て
 、
判
別
で
き
た
分
に
つ
い
て
は
経
題
の
下
に
そ
の
大
経
 を
註
 -
 
記
し
た
と
い
う
。
 

こ
の
 門
 失
調
 雑
経
録
 口
を
一
覧
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
 有
 本
の
部
、
無
本
の
部
の
い
ず
れ
も
小
さ
な
経
典
が
 

玉
名
。
 於
 所
為
 急
夷
 。
足
取
警
抜
歴
年
回
前
後
 定
 。
 某
 両
拳
以
上
九
二
十
六
部
。
難
問
訊
 

率
抄
衆
 経
会
 典
 。
 蓋
寡
観
 其
所
 抄
 。
多
田
四
 %
 六
度
 道
 地
大
衆
 出
曜
 賢
愚
 及
警
 輪
坐
 経
 。
 

軸
 。
至
行
題
目
 浅
拙
 客
年
美
幸
。
 難
欲
 暦
学
 実
蕪
正
 典
 
?
 

人
 。
 悉
 足
金
史
。
 某
 一
巻
以
還
五
百
余
部
。
 

並
割
 岳
哉
 掲
撮
 略
取
 義
 。
強
禦
名
号
 仇
成
巻
 



          

と 干 と 後 を 

案竿 果実二 % 
な し と 周 れ 大 
V 、 て し 銀 た 周 

と 用 
こ採た O  下 し R  鱈 

は し 前 続 の 
下 

なた いもはて 者 い 註 
撰 @ ァ Ⅰ 

しと三途 。 の『 は 
か い 宝 さ 
し え 紀 れ 

浄 「 

『 る し た     土   
血 一 宝そ 。 の「 記聞 蘭 盆経 細し 意 の 載 を 元銀 

の 味 承 』 
  

誤 で け で と 

り は た は   も と『 そ 開のさ ぅ未 

0 元 で き だ 
ま 録 あ に     
承 記 後 ょ 知 られ 
こ や 分   な 
と は 類 「 か 
に り 目 蓋   た 経典 典型的 前代諸 録 的な 蘭盆経 

」 を   - 一 Ⅰ - - 己 

わ の 経竺 し 

れ 総 録 法 て 
て 合 』 護     
い 的 以 訳 る 

る な 下 と   ン ト   
れ 
fc 

て   

の
人
 蔵
録
は
 、
三
宝
組
ヒ
 
の
 記
載
の
ま
ま
に
竺
法
護
 
訳
 と
し
て
い
る
。
 

「
大
周
縁
 
ヒ
の
 記
載
は
ど
う
か
。
 
同
 録
の
小
乗
重
訳
経
 
目
 の
 申
に
、
や
は
り
「
 
孟
蘭
盆
経
ヒ
 を
あ
げ
て
竺
法
護
 
訳
中
 

 
 

る し 経 
。 か こ 訳 に 銀目 も として 異 の 間合 た「借 誠とし コ隷泰 孟粛   

、 に 銀 経   
  せ 典 を の 下 」 点 じ   

、 の 調 香 三 

日 一 "" 

報 「 

  

・ と れ 

デ し も 

古 か な   
合 い   省 、 相 一 出 

目 な が ミ 

や い 最 
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玉繭 盆経 類の訳経史的考察 

の か と の も き 一 す の 

異 を し す 訳 ち た し 致 る な し 
同 検 て で 経 こ 「 か に 大 お か ， 
を 討 記 に 

確 し 散 見 中ま かれ 孟し 蘭諸づ 甚暑 を代に 近 た 
か て し た ら る 盆 縫 い 発 の は 

視度孤聞 め み て よ 
世父 独如 て た い う 梵統経努て 、 蚕具 在 

し の の 記 「 た に の 
    、 原 例 載孟 バ つ 限   

東 型 で が 蘭 グぃ 界   昔 に も 一 変 チ て ；・ ま 

亡友 腱仏 な 日 わ 経 代 復 開 敷 経 （ い あ 
母 県連 在 お 開 い 録 ま 原 ら す 」 押 え っ 

生 。 婚合 大 元 こ こ 
餓即得衛 工 銀 れ か 

たしかるのの ばた 、 ト 

鬼以 六国 大 し ら ら 

中道道 砥 蔵 が の 『 

。 眼 。 樹 
小額 欲給 経回 に本 経開 典元 

よ 異 は 録 
れ 訳 現 』 

ば と 存 に   
前 し し い 経 題 「 れ し 

畦 @   

者 た て た と を 孟 が て ヨ が ミ   

  は 「 い る 

四 孟 る 諸 
晋 蘭 の 経 
の 盆 で 録 め て 」 真   
整 経 、 は て い の 実 t=. 

法 」 経 『 
護 と 典 主 

見 か 真 を   
視度 孤閨 
世父 独如 訳 ・親本 「の 蘭 金   

す ね 正 し し、 の 

界母園是 。 報 。 。 必 ら す も - 一 ロ - - 己 

あ に て 
裁と 要が Ⅴ ぇ ょ、 ため 伝え 「古ム 

                a V   杢目 何 。『ル土煙 瑚日 牡 ハ % 抑祖句 夫 金 経 訳 l 
訳 文 銭 あ 鬼以 六国     
と を の る 「 宝 え     さ 比 記 い 孟 紀 な 『 漢 

不観欲給 れ 較 載 は 蘭 し い 
る 対 が 二 盆 に の 訳経 開元 

も 照 正 本   経 よ ほ 
」 づ " 

銀 塊 
の し し 異 ヒ の 
で て い 訳 を て 以 
あ ・ か め 生 涯 上     

載 に   渋苦 護 がて し見 の 関 

   
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト種 
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見
 飲
食
 反
 骨
 連
柱
 。
目
連
悲
哀
。
 即
 

鈴
鹿
 飯
往
銅
其
母
 。
 母
 待
針
 飯
 。
 便
 

以
 左
手
 障
飯
 右
手
捕
食
。
 食
未
 入
口
 

化
成
火
 炭
遂
 不
行
金
。
目
連
大
町
 悲
 

号
嘩
泣
 。
 馳
還
 自
体
。
具
陳
如
此
。
 

仏
言
。
 

@
 

波
風
罪
根
深
 結
 。
 非
汝
 

一
人
力
 所
 奈
何
。
 汝
 雅
孝
順
 声
 動
天
 

地
 。
天
神
地
神
邪
魔
外
道
。
道
士
 四
 

天
王
 神
 。
 亦
 不
能
奈
何
。
占
領
十
方
 

衆
僧
戒
伸
之
 力
 。
刀
狩
解
脱
。
 五
 ロ
ム
「
 

ぎ
説
 救
済
 2
 法
。
合
一
切
 難
皆
離
憂
 

苦
 。
 

伝
吉
目
連
。
十
方
衆
僧
七
月
十
五
日
 

僧
官
 悉
時
 。
当
為
 七
 世
父
母
。
 及
現
 

在
 父
母
厄
難
中
音
。
 具
飯
 百
味
 五
 

果
汲
渚
 金
器
。
香
油
 錘
燭
 床
敷
臥
具
 

｜
 

。
 尽
世
 甘
美
咲
 著
盆
中
 。
供
養
十
方
 

大
徳
衆
僧
。
当
地
 之
日
 。
一
切
聖
衆
 

或
在
 山
間
禅
定
。
 成
得
 四
道
果
。
 或
 

樹
下
経
行
。
戎
エ
ハ
通
自
在
。
教
化
 

声
聞
縁
覚
。
 或
 十
地
菩
薩
大
人
権
現
 

比
丘
。
 在
 大
衆
中
 皆
 
同
一
心
受
 鉢
 

当
須
 

衆
僧
戒
伸
之
 力
 。
 乃
得
 解
脱
。
昔
今
 

当
説
 救
済
芝
浜
。
合
一
切
 難
皆
離
憂
 

苦
 。
 

佐
吉
目
連
。
 

セ
月
 十
五
日
 

当
為
 七
 世
父
母
。
 

在
 

厄
難
牢
者
。
 具
 炒
飯
 

五
 

果
汲
濯
盆
器
 。
香
油
 錘
燭
 床
場
臥
具
 

。
 尽
世
 甘
美
 咲
 

供
養
 

衆
僧
。
当
地
乞
目
。
一
切
聖
衆
 

或
 佳
山
間
禅
定
。
 或
得
 四
道
果
。
 或
 

樹
下
経
行
。
 或
得
 六
通
飛
行
。
教
化
 

菩
薩
大
人
権
 示
｜
 

声
聞
縁
覚
。
 

比
丘
。
 在
 大
衆
中
 昔
 共
同
心
受
 鉢
 

見
 飲
食
反
骨
 連
柱
 。
目
連
悲
哀
。
 即
 

鉢
盛
 散
在
 輌
 異
母
。
 母
得
鉢
飯
 。
 便
 

以
 左
手
 障
飯
 右
手
捕
食
。
 食
未
 入
口
 

化
成
火
成
送
本
 得
食
 。
目
連
 

馳
 遠
目
 仏
 。
具
陳
如
此
。
 

仙
台
目
連
。
牧
民
罪
根
深
 

非
汝
｜
 

結
 。
 

一
人
力
 所
 奈
何
。
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和
羅
飯
 。
 具
 清
浄
戒
聖
衆
文
道
其
 
彼
 

江
洋
 。
共
有
供
養
此
等
 自
恐
 

僻
者
。
 

現
在
父
母
 セ
 世
父
母
六
種
親
展
。
 
得
 

坦
三
途
 之
苦
応
時
 解
脱
衣
食
自
然
。
 

若
役
有
人
父
母
現
在
者
福
楽
百
年
。
 

若
已
亡
セ
 世
父
母
生
天
。
自
在
化
生
 

人
天
華
 北
 。
 受
 無
量
快
楽
。
 

持
仏
 勅
 十
方
衆
僧
。
智
光
 為
 施
主
 

家
 呪
願
 七
 世
父
母
。
 行
 禅
定
意
 然
後
 

受
食
。
 

切
愛
盆
暗
先
安
 
在
 仏
塔
 

前
 。
衆
僧
呪
願
意
。
便
宮
受
食
。
 

爾
時
目
連
比
丘
反
比
大
会
大
菩
薩
 

衆
 

。
 皆
 大
歓
喜
。
両
目
連
 
悲
蹄
 江
戸
 釈
 

然
除
滅
 。
居
待
目
連
 
其
母
 。
 即
 船
足
 

日
 得
脱
一
軸
餓
鬼
 
之
苦
 。
 

爾
時
目
連
復
白
仏
言
。
弟
子
所
生
欠
 

ほ
 。
 得
蒙
 三
宝
功
徳
志
力
。
衆
僧
戒
 

伸
之
 力
故
 。
 若
 未
来
世
一
切
仏
弟
子
 

行
 孝
順
者
赤
麻
 
奉
此
孟
 南
蛮
 救
度
現
 

在
 父
母
乃
至
 七
 世
父
母
。
 為
可
爾
不
 

。
仏
言
。
大
書
快
 
聞
 。
 我
 五
欲
 説
 。
 

政
令
 復
問
 。
善
男
子
。
若
布
比
丘
 
比
 

仏
勅
 

衆
僧
。
 

当
為
施
主
 

家
士
世
父
母
。
 行
 禅
定
意
 然
後
 

食
此
供
 。
 

和
羅
 。
真
清
浄
戒
聖
衆
左
道
具
徳
 

江
津
。
共
存
供
養
此
等
 と
衆
 。
 

セ
 世
父
母
五
種
親
展
。
 

得
｜
 

世
 二
 一
堂
 

解
脱
衣
食
自
然
。
１
 

応
時
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以
上
が
「
 

倍
 あ
っ
て
 、
 

両
経
 の
 太
 

丘
尼
 。
国
王
太
子
王
子
大
臣
宰
相
。
 

二
 一
公
百
官
万
民
庶
人
。
行
幸
 
悪
 者
。
 

菅
麻
為
所
生
現
在
父
母
。
過
去
 セ
世
 

父
母
。
 於
 七
月
十
五
日
。
 仏
 歓
喜
 目
 

。
僧
官
 恐
日
 。
 以
 百
味
飲
食
 安
 霊
菌
 

ゑ
申
 。
 施
 十
方
自
 恐
僧
 。
 乞
願
 便
便
 

現
在
父
母
寿
命
百
年
無
病
。
 無
 一
切
 

苦
悩
玄
恵
。
乃
至
 七
 世
父
母
艦
餓
鬼
 

苦
 。
 得
 生
天
人
中
福
楽
無
極
。
佐
吉
 

諸
善
男
子
善
女
人
足
仏
弟
子
 修
 孝
順
 

者
。
 応
 念
念
中
帯
 憶
 父
母
供
養
乃
至
 

セ
 世
父
母
。
年
年
七
月
十
五
日
。
 常
 

以
 孝
順
 慈
 億
所
生
父
母
。
乃
至
 七
世
 

ゑ
母
偽
作
霊
菌
 盆
施
仏
 度
僧
。
 以
報
 

分
母
 長
養
 慈
愛
左
思
。
若
一
切
仏
前
 

子
 。
 広
 重
奉
持
碁
 法
 。
 

目
連
比
丘
。
友
一
切
衆
。
 

爾
時
目
連
比
丘
。
 四
輩
 弟
子
。
 聞
仏
 

歓
喜
奉
行
。
 

玉
蘭
 盆
経
 」
と
「
報
恩
 奉
盆
経
 」
の
全
文
で
あ
る
。
 分
 

所
説
歓
喜
奉
行
。
 

量
か
ら
い
え
ば
「
 孟
蘭
盆
経
 」
が
「
報
恩
 奉
盆
経
 」
 

大
正
大
蔵
経
で
は
前
者
が
二
段
、
後
者
が
一
段
に
お
さ
 め
ら
れ
て
い
る
。
 

文
を
見
て
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
そ
の
全
体
が
酷
似
し
 て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
「
報
恩
 奉
盆
経
 」
 は
 「
 
孟
蘭
盆
経
 」
 

の
ち
ょ
う
ど
 
二
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察
し
よ
う
。
「
 

に
 
経
の
本
文
比
較
だ
け
か
ら
 

孟
蘭
盆
経
 

」
⑤
 

 
 

 
 

 
 

盆
 の

 
前
半
中
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
発
見
さ
れ
る
 

「
 
孟
蘭
盆
経
 

」
の
後
半
の
部
分
は
、
「
報
恩
 

奉
盆
経
 

」
に
欠
け
て
い
る
が
、
 

「
 
孟
蘭
盆
経
 

」
の
前
半
と
後
半
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
重
複
 

し
て
述
べ
て
あ
る
か
ら
、
そ
の
重
複
部
分
を
欠
い
て
も
 

ゴ
報
恩
奉
公
 

経
 
」
は
 

こ
れ
だ
け
で
首
尾
一
貫
し
た
経
典
 

と
 
見
な
す
こ
と
が
で
き
 

る
 
。
 

さ
ら
に
詳
細
に
両
経
の
内
容
や
表
現
を
観
察
し
て
 

い
 
く
 
と
 
、
「
開
元
銀
」
等
の
い
う
同
本
 

異
 
訳
読
 

は
 
根
本
的
に
成
 

立
し
え
な
い
こ
と
が
 

 
 

 
 

 
 



 
 

と
 記
し
て
、
「
玉
蘭
 盆
経
 」
の
 異
 訳
経
で
あ
る
こ
と
を
 否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
は
現
存
し
て
い
る
の
で
そ
 の
 本
文
に
 

と
 、
分
量
は
約
一
段
、
内
容
は
阿
難
の
間
に
よ
り
、
 

仏
 滅
後
四
月
八
日
と
セ
児
十
五
日
に
斉
会
を
設
く
べ
き
こ
と
 を
説
い
た
 

る
 。
同
法
軽
銀
」
以
下
の
経
 録
 が
こ
れ
を
 異
 訳
経
と
 見
 な
し
た
の
は
・
恐
ら
く
経
文
中
の
七
月
十
五
日
と
い
う
 語
 句
 に
ひ
き
 

か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
開
元
銀
」
が
こ
れ
を
 異
 訳
経
か
ら
 削
 除
し
て
独
立
の
単
経
に
編
入
し
た
の
ほ
賢
明
な
処
置
で
 あ
っ
た
。
 

場
合
に
も
三
宝
 紀
ヒ
の
 デ
タ
ラ
メ
な
訳
者
査
定
を
無
 批
判
に
継
承
し
て
竺
法
護
 訳
 と
し
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
  
 

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
「
 孟
蘭
盆
経
 」
 ほ
 本
来
一
回
 し
か
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
、
「
報
恩
奉
公
 経
 」
は
 つ

い
て
み
る
 

も
の
で
あ
 

ま
め
さ
れ
た
 

た
だ
し
こ
の
 

恐
ら
く
の
 
ち
 

般
泥
 直
後
 濯
騰
経
 一
巻
㌫
 
鰯
榊
 乱
山
西
晋
三
蔵
色
法
護
 

訳
 

石
化
 濯
臓
経
 
大
周
等
 
録
皆
為
 
重
訳
 云
与
 霊
菌
 盆
 経
専
 同
 木
具
訳
者
謹
也
 
今
 詩
文
典
故
 
為
 単
衣
，
（
 

，
 
）
 

る
 一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
憎
相
 

録
 」
と
「
 法
経
 録
し
の
隔
た
り
は
約
百
年
あ
る
か
ら
、
 

経
 録
の
記
載
に
即
し
て
 
素
 

直
に
考
え
れ
ば
・
「
 
孟
 南
蛮
 経
 」
の
方
が
さ
き
に
存
在
 
し
 、
の
ち
に
「
報
恩
 
奉
盆
経
 」
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
 
な
る
。
ま
た
こ
れ
ら
 
二
 

っ
 の
経
題
は
ど
 
う
 考
え
た
ら
よ
い
か
。
「
 
孟
蘭
盆
経
 」
 の
 本
文
中
に
 孟
蘭
盆
 と
い
，
 
ユ
 二
ロ
葉
は
二
回
現
れ
て
い
る
か
 

ら
 、
「
 孟
蘭
盆
経
 」
と
 

い
 う
 経
題
が
附
せ
ら
れ
て
も
さ
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
 

し
か
し
「
報
恩
 
奉
盆
経
 」
の
方
は
経
の
本
文
に
こ
れ
に
 

相
当
す
る
語
句
が
見
 
ぃ
 

だ
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
 
経
 全
体
の
主
旨
と
も
 
相
 容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
報
恩
 

奉
盆
経
 」
 の
 成
立
が
「
 
孟
蘭
恋
経
 」
 

よ
り
遅
い
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

以
 上
 、
二
つ
の
理
由
か
ら
「
 
孟
蘭
盆
経
 」
の
方
が
古
く
 
、
 原
型
に
近
い
と
推
定
し
 

こ
 
主
八
 
、
。
 
、
Ⅴ
 

 
 

録
 」
か
ら
「
大
周
 
録
 」
に
い
た
る
諸
経
 
録
は
 、
「
 濯
騰
経
 」
と
い
う
経
典
を
も
 

「
 
孟
蘭
盆
経
 」
の
 異
 訳
経
と
し
、
「
報
恩
 
奉
盆
経
 」
を
 合
 わ
せ
て
三
径
同
本
 
異
訳
 と
し
て
記
載
し
て
い
る
。
も
と
 

も
と
こ
の
経
は
 コ
僧
祐
 

録
ヒ
の
 「
失
調
 
雑
経
録
 」
に
あ
っ
た
も
の
で
。
 

（
。
）
 

i
 
,
 恐
ら
く
，
 「
 
孟
蘭
盆
経
 」
と
同
じ
頃
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
が
、
「
開
元
銀
 

ヒ
 

は
こ
の
経
に
つ
い
て
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く
 、
当
時
玉
蘭
盆
供
の
儀
式
や
供
物
に
関
し
て
い
ろ
い
 

ろ
 議
論
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
質
問
に
答
え
る
典
拠
 

と
 し
て
部
分
的
に
紹
介
さ
 

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
現
在
の
蔵
経
に
は
 

欠
 け
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
種
類
の
「
 

孟
蘭
盆
経
 
」
が
掲
載
さ
 

れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
任
目
し
た
い
。
こ
こ
に
 

引
 か
れ
た
経
は
「
小
盗
報
恩
 

経
 」
と
「
大
禁
浄
土
 

経
 」
の
 
二
 つ
で
あ
る
。
前
者
は
 

「
小
変
 

経
 」
、
後
者
 
は
 「
大
金
 

経
 」
と
も
略
称
さ
れ
て
い
 

る
 。
そ
の
内
容
を
見
る
に
・
「
 

小
盆
 
報
恩
 
経
 」
は
現
存
 
の
 「
 
孟
蘭
盆
経
 
」
と
 
同
 

一
で
あ
る
こ
と
は
、
引
用
さ
れ
た
箇
所
が
ご
く
小
部
分
で
 

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
 

 
 

大
変
 
経
 」
の
名
で
引
用
き
れ
て
い
る
 

現
 蔵
経
中
に
存
し
な
 

い
逸
存
経
 

で
あ
る
。
本
文
を
 

的
 

握
法
 

。
将
来
献
体
度
僧
。
一
見
 

之
鏑
盆
 

ロ
 
[
 。
五
百
 
い
れ
 

睡
 ㍗
 
錬
盆
 

聞
 。
五
百
瑠
璃
 
仏
説
目
連
救
民
 

盆
 。
五
百
 

脱
 王
勃
餓
鬼
 

輯
探
盆
 

 
 

 
 

 
 

銀
針
。
 
盛
 満
干
色
白
木
香
。
五
百
瑠
璃
 

鉢
 。
 盛
 満
干
色
素
 

余
香
。
五
百
 

碑
瑛
鉢
 
。
 盛
満
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ず
 散
逸
し
て
し
ま
っ
た
古
い
経
典
も
豊
富
に
引
用
さ
れ
 て
い
る
の
で
、
訳
経
史
研
究
上
、
貴
重
な
資
料
の
一
つ
に
 数
え
ら
れ
て
い
る
。
 
と
 

-
 
仁
 
t
 
・
）
 

こ
ろ
で
こ
の
 春
 第
六
十
二
に
、
「
 孟
蘭
盆
経
 」
の
引
用
が
 見
 い
だ
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
全
文
を
引
用
す
る
の
が
 日
 的
 だ
っ
た
の
で
は
な
 

に
 「
 
孟
蘭
盆
経
 」
よ
り
 抜
奉
 さ
れ
て
で
き
た
こ
と
。
「
 
濯
腱
経
 」
 ほ
 成
立
し
た
の
は
「
 
孟
蘭
盆
経
 」
と
同
じ
く
 

「
 孟
蘭
盆
経
 」
㌻
は
関
係
の
な
い
独
立
の
一
緒
で
あ
っ
た
 

こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
 

0
 

一
 一
 

次
に
司
法
苑
珠
林
」
の
中
に
収
録
さ
れ
た
「
 

孟
蘭
盆
経
 」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。
司
法
苑
珠
林
し
一
 

よ
っ
て
十
年
の
歳
月
を
費
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
 

そ
の
中
に
ほ
か
っ
て
存
在
し
た
が
何
ら
か
の
理
由
で
 

ら
い
古
い
が
、
も
と
も
と
 

0
0
 巻
は
唐
代
の
道
世
に
 

現
在
の
蔵
経
に
蒐
集
さ
れ
 



    

千
包
黄
蓮
華
。
五
百
 塙
磯
鉢
 。
 盛
 満
干
 色
赤
 蓮
華
。
 五
 百
 珊
瑚
 鉢
 。
 盛
 満
干
白
青
木
香
。
五
百
 現
拍
鉢
 。
 盛
 満
干
 色
白
蓮
華
。
正
視
 如
 

法
 。
即
効
 兵
 巨
巌
 駕
 十
四
万
象
。
慎
到
 砥
 直
手
。
 礼
仏
 奉
盆
 度
僧
。
 以
セ
宝
 金
鉢
 倶
 施
与
 仏
度
 僧
。
受
用
意
。
 
還
 駕
 帰
国
。
 七
 世
父
母
 

超
過
七
十
二
胡
生
死
亡
 罪
 。
 

英
次
須
達
居
士
。
民
会
 怯
母
 。
二
百
優
婆
夷
。
波
斯
匿
 壬
 末
利
夫
人
等
。
 
頒
宣
 国
内
。
 依
 目
連
盃
洗
 為
 善
道
 盆
 。
 を
用
 五
百
紫
金
 盃
黄
 

金
盃
。
 盛
満
 百
一
味
飲
食
。
後
 以
 五
百
紫
金
 輿
 。
五
百
 黄
金
 輿
 。
 盛
満
 百
一
物
。
事
実
具
足
。
 
遂
 至
正
波
夫
人
前
 。
 見
其
 如
法
。
時
正
 

即
以
厳
駕
 。
十
八
万
来
 共
至
 仏
前
。
 奉
 千
金
 盃
 千
金
 輿
 尊
覧
。
敬
礼
遣
帰
。
 
七
 世
父
母
超
過
七
十
二
幼
生
死
友
 罪
  
 

以
上
が
「
法
苑
珠
林
し
所
引
の
全
文
で
あ
る
。
そ
の
内
 容
は
 、
 瓶
沙
王
 、
須
達
居
士
、
波
斯
匿
三
 %
 利
夫
人
等
が
 目
連
の
盆
 法
 に
よ
 

っ
て
五
百
の
金
 
盃
 等
を
造
り
、
仏
及
び
僧
に
施
与
し
、
 

そ
 の
 功
徳
に
よ
っ
て
 七
 世
の
父
母
の
罪
を
滅
し
た
と
な
す
 

「
 
依
 目
連
索
 法
 」
と
 

あ
っ
て
「
玉
蘭
 盆
経
 」
の
目
連
歌
母
の
説
話
を
予
想
し
 た
 語
句
が
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
「
 孟
蘭
盆
経
 」
よ
り
か
 
な
り
後
の
成
立
で
あ
ろ
 

ぅ
と
 考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
資
料
だ
け
か
ら
は
そ
れ
 以
 上
の
推
論
は
不
可
能
で
あ
る
。
 

一
方
、
パ
リ
国
民
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
 ペ
 リ
オ
 蒐
 集
 の
 敦
煙
 本
の
中
に
「
浄
土
 孟
 南
蛮
 経
 」
（
ペ
リ
オ
 杢
一
 一
八
五
日
こ
が
あ
る
。
 

n
 
的
 ）
 

こ
の
 ペ
 リ
オ
本
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
本
田
義
 英
 博
士
が
 そ
の
大
要
を
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
今
日
で
は
東
洋
文
庫
 の
敦
埋
 出
土
文
献
の
 
で
 

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
、
全
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
 る
 。
分
量
は
一
行
十
七
字
で
二
十
四
行
の
字
 詰
 の
も
の
 五
紙
、
欠
落
の
な
い
 完
 

全
な
 写
本
で
あ
る
。
 

こ
の
「
浄
土
玉
蘭
 盆
経
 」
の
内
容
を
調
べ
て
み
る
と
、
面
 白
い
こ
と
に
、
こ
の
経
の
中
に
は
さ
き
に
全
文
を
あ
げ
 た
 
「
大
変
浄
土
 経
 」
 

と
 完
全
に
一
致
す
る
箇
所
が
発
見
さ
れ
る
。
そ
れ
が
 単
 な
る
字
句
や
表
現
の
類
似
で
は
な
く
て
、
 

逐
語
 的
に
一
致
 す
る
か
ら
、
ペ
リ
オ
 本
 

の
 
「
浄
土
霊
菌
 盆
経
 」
と
コ
法
苑
珠
林
」
に
引
用
さ
れ
 た
 
「
大
公
浄
土
 経
 」
は
、
も
と
も
と
同
一
 
経
 で
あ
っ
た
こ
 
と
は
間
違
い
な
い
。
 
し
 

て
み
れ
ば
、
 
現
 蔵
経
に
収
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
 

現
 存
の
 
「
 孟
蘭
盆
経
 」
と
は
別
種
の
「
 孟
蘭
盆
経
 」
が
か
つ
 
て
 存
在
し
て
い
た
こ
と
 

が
、
 二
つ
の
側
面
か
ら
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 

  



孟
月
 蘭
舷
 

経
す
 
な
事
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
 

」
は
 

閾
万
 
録
し
の
撰
者
智
尋
 

弗
像
 
@
 ヵ
た
く
な
Ⅴ
道
世
が
門
 

が
 、
こ
の
「
浄
土
 

法
苑
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

類
 

 
 

 
 
 
 

の 試片 

唐
代
 に
お
い
て
は
、
 孟
蘭
 盆
供
の
儀
式
の
隆
盛
を
背
景
 と
し
て
、
 
「
玉
蘭
 
盆
経
 」
と
と
も
に
「
浄
土
玉
蘭
 
盆
経
 」
も
広
く
 流
 付
 し
て
い
 

杢 史的考察 

 
 

為
正
典
、
細
詩
文
句
、
 

亦
歩
 
人
情
、
事
 

項
 客
辞
・
 

且
附
疑
 

録
 
2
 ）
 

「
浄
土
 孟
蘭
盆
経
 」
は
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
の
記
載
を
掲
げ
る
と
 

 
 

と
は
で
き
た
 

「
大
周
 
録
ヒ
の
 記
す
こ
の
「
浄
土
 孟
蘭
盆
経
 」
が
 ペ
 リ
オ
 本
の
「
浄
土
玉
蘭
 盆
経
 」
で
あ
り
、
同
時
に
道
世
前
引
 の
 「
大
盃
浄
土
 
経
 」
 

で
あ
る
こ
と
ほ
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
「
浄
土
 孟
 南
蛮
 経
 」
と
い
い
「
大
公
浄
土
 経
 」
と
い
う
の
も
結
局
は
同
一
 経
の
異
名
に
過
ぎ
な
い
 

し
 、
「
大
周
 録
 二
の
紙
数
と
も
よ
く
符
合
す
る
か
ら
で
あ
 る
 。
 

次
に
 
コ
 開
元
銀
口
の
記
載
を
見
て
み
よ
う
。
 同
録
の
コ
 疑
惑
 再
 詳
録
」
に
は
、
相
当
経
典
と
し
て
十
四
部
十
九
巻
 を
あ
げ
て
い
る
が
、
 

と
 記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
 
下
註
 に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
 
う
 に
、
当
時
は
「
 
孟
 関
金
 経
 」
に
二
種
あ
っ
て
、
一
方
 
は
 三
紙
、
他
方
は
五
紙
 

で
、
後
者
 は
 「
浄
土
 
孟
蘭
盆
経
 」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
と
 
い
 う
 。
「
未
知
所
出
」
と
記
し
た
の
は
、
日
大
周
縁
」
 

以
前
の
経
 録
 が
そ
れ
に
 

つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
 

経
 が
い
っ
ど
こ
か
ら
現
れ
た
か
、
そ
の
典
拠
が
不
明
で
 

あ
る
こ
と
を
正
直
に
告
 

白
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
実
際
に
諸
経
録
を
調
査
 

し
て
み
て
も
、
同
大
周
 
録
 」
以
前
に
「
浄
土
 
孟
 関
金
 経
 」
 の
 出
現
を
確
か
め
る
こ
 

乗
 重
訳
経
目
の
中
に
 

@
 
，
 
@
 ）
 

 
 

ひ
る
が
え
っ
て
、
こ
こ
で
何
故
か
か
る
経
典
が
現
蔵
経
 

中
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
日
大
周
 

録
 」
を
見
る
と
、
 
小
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現 
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経 
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sfa. 

蘭 
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古 

,l Ⅴ目ワ 

用 
tt 

荊 「 
楚 
歳 
寺 
記 
し 

1C 
見 
  
だ 
さ 

  
る   

  

荊楚 

歳 

暗記 
。 "@ 

は 

南 
@ Ⅱ 

朝 
  
頃、 

小 ア丁マ 

る 「 瑠 い ｜ て 

さ わび 緒 ジそ @  苦情 無璃 な 浄 r 、 現な   
し つ を こ 欲 崇 重 盆 い 土、 世 お 
か く 素 で 食 を 寿   。 玉 利     

  え 倉 こ 南 店 い れ 馬 た 

た を の 在 。 の 珊 こ 土 、 容 し 
こ 創 作 前 自 瑚 の 経 を た 
と 作 者   
は し は 金 

疑た、 いと 七疏 鰍   
し ら る 幸恵 

て れ 浄 拶 
み な 土 珊 
  

の たた   
ば か 荘 暁 
経 。 厳 軸 
題 そ か 明 
に れ ら 月 

真珠、 「浄土 直接間 はとも 

」 か 接 如 
の く に 是 

かさ られ 「 時 
お 額 際 て 俗 

二 も す 衆 
字 「 ば 鉢 

が七ら随 冠宝し意 と て 
せ 」 い 而 特薦 疑 再 、 かく 

び し 正   
こ 土 得 味 さ 開 と 

はと と 」 て " 飲 
・ は そ   こ 二 管 

経 恐 の 自 

のら 内く麗盈 華然 司 の 

春容な満 O 2 
か ヒ は   つ @ こ   



黄繭 盆経 類の訳経史的考察 

六 が 『 
そ   

丹 "  き己 

  

と ぼ 在 室 父 皆 父   

る い か 不 之 帰 責   
受 衆 神 （ 以 之 」 ノ 

と ま 

な れ 

  て     
  

ホ を 

載 経 と 

と 」 は 

  

    
  

懐
ガ
 九
八
 ｜
 五
六
八
曲
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
中
国
の
 民
間
年
中
行
事
に
関
す
る
記
録
で
、
現
存
す
る
歳
時
記
 と
 し
て
は
古
 い
 方
に
属
す
 

る
 。
こ
の
書
に
採
録
さ
れ
た
年
中
行
事
の
行
な
わ
れ
て
 い
た
地
域
は
、
大
体
現
在
の
湖
北
・
湖
南
両
省
を
中
心
と
 す
る
揚
子
江
中
流
域
 地
 

方
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
（
 

舛
り
 



古
い
の
ほ
、
「
 僧
祐
録
 」
の
「
失
調
 雑
経
録
 」
中
に
見
 い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 僧
祐
 
（
四
四
五
 
｜
 五
一
八
 -
 は
 宗
慎
 と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
 

に
 活
躍
し
、
 宗
懐
が
 見
た
の
と
同
じ
「
玉
蘭
 盆
経
 」
を
 当
 然
 見
て
い
た
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
「
 孟
蘭
経
 」
 と
し
て
記
載
し
「
 孟
蘭
 

盆
経
 」
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
が
故
意
に
「
 盆
 」
の
 一
 
字
を
削
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
誤
写
だ
っ
た
の
か
 、
 未
だ
明
ら
か
で
な
 

が
 、
な
お
検
討
の
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

ハ
目
。
）
 

2
 

ま
た
 門
 
荊
楚
歳
時
記
し
と
同
様
に
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
 
門
 
僧
祐
 録
し
 巻
 第
十
二
所
収
の
「
 法
苑
 雑
縁
原
始
集
目
録
 序
し
で
あ
る
。
こ
れ
 

は
僧
祐
 自
身
の
撰
述
に
か
か
る
も
の
で
、
当
時
流
行
し
 て
い
た
仏
教
行
事
や
書
き
残
さ
れ
た
記
録
文
書
等
が
 、
い
 か
な
る
由
緒
や
典
拠
を
 

有
す
る
か
が
次
第
に
わ
か
ら
な
く
な
り
か
け
て
い
た
の
 で
、
「
検
閲
車
線
 討
 其
根
本
」
と
い
う
意
図
の
も
と
に
 著
 作
 さ
れ
た
も
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
中
に
 

 
 と

い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
前
後
に
は
例
え
ば
「
 三
セ
已
 
ゅ
 
目
縁
起
」
、
「
法
性
 
建
 功
徳
 邑
記
 」
、
「
放
生
縁
起
」
、
 「
 
施
噴
 野
兎
金
縁
起
」
、
 

「
鬼
子
母
線
 記
 」
な
ど
が
あ
っ
て
・
そ
れ
ぞ
れ
典
拠
と
な
 る
 経
典
が
註
記
さ
れ
て
 レ
 
、
 る
 。
 

と
 並
ん
で
・
 
孟
蘭
 盆
供
の
 

行
事
が
一
般
民
衆
の
間
に
広
範
に
普
及
し
，
重
要
な
 午
 中
行
事
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
 僧
 祐
の
目
録
 に
 掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
 

と
 自
体
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
 は
下
 註
に
 見
え
る
「
目
連
間
縄
」
と
い
う
未
知
の
典
拠
で
 あ
る
。
 僧
 祐
は
何
故
 

「
 
孟
 南
蛮
 経
 」
を
挙
げ
ず
に
「
目
連
間
縄
」
と
記
載
し
た
 の
で
あ
る
か
。
七
月
十
五
日
に
 孟
蘭
 盆
の
供
養
を
行
な
 ，
 
っ
 こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

「
荊
楚
歳
時
記
」
の
記
述
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
「
 孟
蘭
 ゑ
経
」
に
基
づ
く
と
い
う
の
が
、
当
時
の
常
識
と
な
っ
 て
い
た
筈
で
あ
る
。
 そ
 

れ
な
の
に
 僧
祐
が
孟
蘭
 金
縁
起
の
典
拠
と
し
て
あ
え
て
 「
目
連
間
 
縄
 」
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
は
 何
 か
 理
由
が
あ
る
に
相
違
 

な
い
。
そ
こ
で
二
つ
の
観
点
か
ら
こ
の
こ
と
を
究
明
し
 て
み
よ
う
。
 

Ⅲ
「
 孟
蘭
盆
経
 」
は
、
餓
鬼
道
で
苦
し
む
母
を
救
 う
た
 め
に
、
目
連
が
救
済
の
方
法
を
仏
に
問
い
、
仏
が
そ
れ
に
 答
え
て
目
連
を
教
 誠
 

す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
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約
 
中
に
編
入
し
た
こ
と
や
、
「
目
連
間
縄
」
と
し
て
 

孟
 菌
蓋
縁
起
の
典
拠
経
典
と
し
た
こ
と
は
、
「
 

孟
蘭
 」
と
 か
 「
霊
菌
 
盆
 」
と
か
の
経
題
 

舷
が
 必
ず
し
も
古
く
か
ら
こ
の
経
典
の
竺
の
呼
び
 

名
 で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
経
を
小
乗
経
典
の
一
つ
と
 

し
て
受
容
す
る
態
度
が
か
な
 

孟
 

り
 古
く
か
ら
存
し
た
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
で
き
る
の
で
 

あ
る
。
 

75 @3 ㏄ ) 

) 訳経史的 

付
 し
て
い
る
経
題
を
用
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
 僧
 祐
が
 
「
失
調
 雑
経
 録
し
に
「
 孟
蘭
経
 」
と
記
し
た
の
も
 

一
般
的
な
通
用
度
を
 

重
視
し
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
し
か
し
Ⅲ
㈲
を
総
合
し
 て
 考
え
れ
ば
、
「
 孟
蘭
経
 」
と
い
う
経
題
で
記
載
し
な
が
 ら
も
小
乗
経
の
抄
出
 経
 

機
は
 、
 僧
祐
 自
身
の
研
究
か
ら
得
た
確
信
に
基
づ
い
 

て
な
さ
れ
た
も
の
と
 

い
 え
よ
 
う
 。
一
般
に
経
 

録
 に
経
典
を
 
記
載
す
る
場
合
、
世
間
で
流
 

㈲
僧
林
 が
 
「
失
調
 雑
経
 録
し
の
中
で
は
、
「
玉
蘭
 経
 」
と
し
て
記
載
し
・
一
群
の
小
乗
経
典
の
抄
出
経
の
中
に
 編
入
し
て
い
た
。
 

ま
ず
田
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
「
 孟
蘭
盆
経
 」
は
「
目
連
 間
縄
」
と
呼
ば
れ
て
差
し
つ
か
え
な
い
内
容
で
あ
っ
た
か
 ら
 ・
古
く
は
「
目
連
 

間
縄
」
の
名
で
通
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 僧
祐
 ほ
 古
い
経
題
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
典
拠
を
挙
げ
る
に
 当
 っ
て
本
来
の
古
い
経
題
 

を
 採
用
し
た
と
推
定
し
 ぅ
る
 。
と
こ
ろ
が
こ
の
推
定
の
 難
点
 は
 文
献
的
な
証
拠
が
全
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

宛
 ）
 僧
祐
 以
前
に
「
 孟
 南
蛮
 経
 」
 

が
 「
目
連
間
 経
 」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
 る
 文
献
が
発
見
で
き
な
い
点
を
誇
張
す
れ
ば
、
「
目
連
 問
 経
 」
と
い
う
経
題
は
僧
 

祐
 の
そ
の
場
か
ぎ
り
の
創
作
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
 な
い
か
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
律
僧
 で
し
か
も
卓
越
し
た
 史
 

学
者
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
 僧
祐
が
 ・
仏
教
行
事
の
由
 緒
や
典
拠
を
自
ら
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
 志
 ざ
し
な
が
ら
、
 一
般
に
承
認
さ
れ
て
 ぃ
 

な
い
思
い
つ
き
の
経
題
を
無
造
作
に
創
作
し
た
と
は
 者
 、
 
え
ら
れ
な
い
。
 

㈲
の
「
 孟
蘭
経
 」
と
、
一
群
の
抄
出
経
と
の
関
係
を
ど
 ，
 
フ
 考
え
る
か
。
ま
ず
僧
林
が
こ
れ
を
抄
出
経
の
中
に
分
類
 し
た
こ
と
は
、
経
の
 

分
量
や
内
容
か
ら
見
て
、
小
乗
経
の
い
ず
れ
か
に
属
す
 る
 抄
出
経
と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
 で
は
 何
故
「
 孟
蘭
経
 」
 

と
い
う
経
題
を
挙
げ
た
の
か
。
「
目
連
間
 経
 」
と
い
う
 典
拠
を
一
方
で
堂
々
と
掲
げ
な
が
ら
、
他
方
で
「
 孟
蘭
経
 」
を
ど
う
し
て
挙
げ
た
 

の
か
。
こ
の
 消
 邑
を
物
語
る
文
献
が
今
の
と
こ
ろ
皆
無
な
 の
で
・
訳
経
史
研
究
一
般
の
例
に
な
ら
っ
て
推
測
す
る
 の
ほ
か
は
な
い
。
結
論
 

だ
け
を
い
え
ば
、
「
 孟
蘭
経
 」
と
し
た
の
は
当
時
広
く
 行
 な
わ
れ
て
い
た
呼
称
に
従
っ
た
も
の
、
ま
た
、
「
目
連
 門
経
」
と
註
記
し
た
の
 



註
 

（
 
1
 ）
 

司
 開
元
銀
」
 
巻
 三
 
-
 
大
正
五
五
・
四
九
四
丁
）
 

（
 2
 ）
「
開
元
銭
」
番
一
九
 
-
 
大
正
五
五
・
六
八
五
上
）
 

（
 3
@
 
 

ヨ
二
室
 

紀
 」
 巻
六
 
（
大
正
四
九
・
六
四
上
 
-
 

（
 4
 ）
林
屋
Ⅱ
曲
用
 
L
 旺
朗
 の
肝
先
」
、
「
 異
 訳
経
類
の
研
究
 ヒ
 三
五
 @
 四
七
頁
。
 

（
 5
 ）
 

一
 
。
坦
三
問
 田
卍
 」
 世
四
 
（
大
正
五
五
・
二
八
丁
）
 

（
 
6
@
 
 

コ
出
三
蔵
記
集
」
 

巻
 四
 
-
 大
正
五
五
・
二
一
中
 -
 

（
 7
-
.
 
 
「
 法
経
鈷
 し
巻
 三
 
（
大
正
五
五
・
一
三
三
車
）
 

け
る
 孟
蘭
 盆
供
の
流
行
で
あ
る
。
な
お
「
 
孟
蘭
盆
経
 」
 の
 東
晋
成
立
 説
は
 つ
い
て
ほ
、
す
で
に
吉
岡
 
義
豊
 博
士
が
 中
元
謀
と
の
関
連
を
め
 

ぐ
っ
て
 同
様
の
結
論
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
。
 

弁
 ）
 

は
 二
 つ
 あ
り
、
一
 つ
ほ
 、
「
道
安
 録
 」
に
何
ら
記
載
が
 見
ら
れ
な
い
こ
と
、
他
の
一
つ
ほ
、
「
歳
時
記
」
に
見
ら
 れ
る
如
く
六
世
紀
に
お
 

 
 

が
中
国
に
い
 
つ
 ご
ろ
現
れ
た
か
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
 

東
晋
の
末
ご
ろ
（
 四
 ①
①
年
前
佳
 -
 と
推
定
し
た
い
。
 
理
 由
 

は
 、
す
で
に
論
述
し
て
き
た
。
そ
こ
で
本
来
の
「
玉
蘭
 盆
 披
胚
肛
 

」
 
（
こ
れ
が
「
 孟
閾
盆
経
 」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
、
他
の
名
称
で
呼
 
 
 

る
 
「
 孟
蘭
盆
経
 」
は
 、
実
は
 た
だ
一
種
の
経
が
あ
っ
た
の
 み
で
、
他
は
独
立
の
異
訳
経
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
な
 い
も
の
で
あ
る
こ
と
 

い
っ
ご
ろ
「
 
孟
 菌
蓋
 経
 」
が
現
れ
た
か
を
推
測
し
 ぅ
る
 に
 す
ぎ
な
い
。
 

後
世
に
で
き
た
「
浄
土
 孟
 関
金
 経
 」
（
「
大
金
浄
土
 経
 」
）
を
 別
に
す
れ
ば
、
軽
銀
に
よ
っ
て
二
回
な
い
し
三
回
の
翻
 訳
 が
あ
っ
た
と
さ
れ
 

以
上
、
訳
経
史
研
究
の
観
点
か
ら
 孟
蘭
盆
経
 類
の
経
典
 ほ
 つ
い
て
幾
つ
か
の
問
題
点
を
探
っ
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
 こ
の
方
法
に
よ
っ
て
㏄
 

も
 、
「
 孟
蘭
盆
経
 」
の
原
型
が
イ
ン
ド
成
立
 
翰
訳
芭
 
か
 中
国
成
立
高
 鰻
 
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
 り
 、
せ
い
ぜ
い
中
国
で
 

  7
6
 

五
 

 
 



-
8
 
）
「
仁
寿
 録
 」
 巻
二
 
（
大
正
五
五
・
一
六
①
 
七
 ）
「
 沖
侶
 甘
 二
世
三
一
大
正
五
五
・
一
九
四
丁
）
 

（
 
9
 ）
「
古
今
沢
 径
同
紀
し
巻
二
 
-
 
大
正
五
五
・
二
五
四
上
Ⅰ
 Ⅰ
内
典
 打
 」
 巻
三
 
-
 
大
正
五
五
・
二
三
五
上
）
 

（
 
托
 ）
「
大
周
 録
 ）
 世
九
 
（
大
正
五
五
・
四
三
一
下
）
 

（
 
皿
 ）
 才
い
 
と
 C
 。
 "
 
下
こ
 ㏄
（
 
@
-
-
-
"
 

め
し
 
の
二
目
の
の
王
臣
㊤
の
 
円
 q
p
 

コ
と
 

主
ざ
二
 0
 円
 -
 
す
 0
 ロ
 ヰ
ユ
 
Ⅰ
 ア
デ
 
（
日
エ
 
B
@
 
八
寸
 
p
 。
 
こ
 
b
.
 

Ⅱ
㏄
 

（
は
）
 巾
 ・
の
・
㏄
㏄
Ⅰ
ニ
 

%
,
,
 
Ⅰ
の
の
 
目
つ
つ
 ㏄
。
年
年
血
圧
口
目
の
の
 

う
 の
 す
 @
 
コ
の
 
。
，
 
円
 0
 コ
 
（
 e
 Ⅰ
。
で
・
 

ド
つ
 
の
 

-
 
は
 ）
「
三
宝
 紀
 Ⅰ
に
よ
っ
て
新
た
に
竺
法
護
訳
経
に
編
入
 き
 れ
た
三
十
 経
 は
こ
と
ど
と
く
デ
タ
ラ
メ
な
査
定
に
よ
る
も
の
で
 あ
る
。
「
 孟
蘭
盆
経
 」
 

も
そ
の
中
の
一
陣
で
あ
る
 0
 拙
稿
「
竺
法
護
の
訳
経
に
つ
い
て
 」
（
印
仏
所
十
一
 ｜
 一
 -
 を
参
照
。
 

（
 
M
 ）
「
 孟
 腐
食
 経
 」
（
大
正
一
六
・
七
七
九
）
「
、
「
報
恩
 奉
 盆
経
 」
（
大
正
一
六
・
七
八
 0
 七
 ）
 

（
 
L
c
 

じ
 

「
 
孟
蘭
盆
経
疏
 」
 下
 
（
大
正
三
九
・
五
①
大
下
）
 

（
㏄
）
コ
出
三
蔵
記
集
 ヒ
巻
四
 
（
大
正
五
五
・
二
八
丁
）
 

（
Ⅳ
）
「
開
元
銀
」
番
一
二
（
大
正
五
五
・
六
 D
 五
 上
 -
 

鎔
 ）
「
 般
泥
 恒
俊
 濯
脚
轄
 」
（
大
正
一
二
・
一
一
一
四
土
 @
 中
 ）
 

（
㎎
）
「
法
苑
珠
林
」
 巻
 六
二
（
大
正
五
三
・
七
五
一
五
 @
 中
  
 

@
 
）
本
田
義
 英
 
「
 
孟
蘭
監
硅
と
 浄
土
五
曲
圭
祐
」
二
仏
行
火
 ギ
向
 門
弟
二
七
六
号
）
。
な
お
、
つ
い
で
に
 敦
埋
 本
に
つ
い
て
 一
言
す
れ
ば
、
一
昨
年
 

中
国
で
刊
行
さ
れ
た
「
 敦
埋
 遺
書
総
目
索
引
目
（
北
京
、
一
九
 六
二
年
 -
 は
、
 曲
忙
 が
ら
布
巾
探
険
 叩
 に
よ
っ
て
姿
見
さ
れ
、
 
 
 

て
所
航
 さ
れ
て
い
る
文
書
の
総
目
録
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
 敦
埋
 本
の
 
@
 
五
間
 盆
経
 」
は
八
種
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
 ら
田
 「
仏
説
 
孟
 

察
 

鯛
孟
経
 」
 
-
 
光
 宇
 七
五
 -
 、
 ㈲
ス
タ
イ
ン
不
二
五
四
 0
 号
 、
③
 ス
タ
イ
ン
 本
 三
一
七
一
号
、
㈲
ス
タ
イ
ン
 本
 四
二
六
四
号
、
㈲
 ス
タ
イ
ン
 本
五
 

考
 

九
五
九
号
、
㈲
ス
タ
イ
ン
 本
 六
一
六
三
号
、
Ⅲ
ペ
リ
オ
木
工
①
 五
五
号
 
-
 
往
 却
 は
い
ず
れ
も
「
仏
説
 孟
 関
金
 冊
 」
）
 、
旧
 ベ
リ
 オ
 不
二
一
八
五
 

的
 

史
 

青
め
 
「
仏
説
浄
土
竜
Ⅲ
盆
柱
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
 囲
 モ
 %
 け
ば
 恐
ら
く
断
簡
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

経
 

 
 

 
 

類
 

（
 
汐
 ）
 
コ
 開
元
録
し
番
一
八
（
大
正
五
五
・
六
七
一
 下
 ）
 

 
 

@
 丁
）
 

 
 

0
 中
 @
 九
三
年
）
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縞
 ）
同
上
（
大
正
五
五
・
九
一
七
）
 

  7
8
 

笏
 ）
例
え
ば
「
 施
暇
 野
 兎
 金
縁
起
」
は
「
大
股
淫
薬
 経
 に
田
 つ
 」
と
記
さ
れ
、
現
存
の
「
大
股
津
梁
 経
 」
中
に
 
栢
当
 箇
所
を
 見
出
し
う
る
か
ら
、
 
こ
 

 
 

 
 

0
 日
録
の
典
拠
の
信
 還
 度
は
高
い
と
い
っ
て
よ
 

 
 

（
 
0
0
 ）
「
目
連
開
経
」
と
い
う
経
を
コ
田
三
蔵
 
記
咄
 Ⅰ
や
古
い
 肚
 舶
の
中
に
さ
ぐ
っ
て
も
見
当
ら
な
い
。
「
目
連
肋
間
縄
」
と
い
 

ヮ
 経
題
は
コ
先
 訳
雑
経
 

（
 

録
 L
 
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
・
こ
れ
は
 僧
祐
 当
時
無
水
で
あ
っ
 
た
 。
現
在
の
蔵
経
中
に
「
目
連
開
経
」
一
巻
（
大
正
二
四
・
九
 一
 0
 ）
が
宏
壮
言
 

訳
 
と
し
て
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
別
名
を
「
 犯
戒
 罪
報
軽
重
 経
 」
ま
た
は
「
犯
罪
 経
 」
と
呼
ば
れ
、
内
容
的
に
全
く
 興
 っ
た
 
別
種
の
経
典
で
あ
 

る
 。
 法
天
訳
の
 
「
目
連
 所
 間
縄
」
 

-
 大
正
二
四
・
九
一
一
）
 

と
 輻
 関
係
な
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

宛
 ）
吉
岡
 義
豊
 
「
七
月
十
五
日
中
元
節
 
は
 つ
い
て
」
（
岩
井
 
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
）
 



、 ンュ ライエルマッハ 一のⅡ宗教諭 コ における「瞬間」の 意義 

 
 

ノ
ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
 ョ
 小
数
論
 し
 八
一
七
九
七
年
 初
版
）
の
ド
イ
ツ
思
想
界
に
お
け
る
意
義
は
、
こ
の
著
 者
 自
身
が
副
題
を
 っ
 

け
て
い
っ
て
い
る
通
り
、
宗
教
を
軽
蔑
す
る
も
の
の
中
 の
 教
養
 人
 に
寄
せ
た
る
講
演
（
 C
 す
 め
 
Ⅰ
田
の
力
 臼
仔
ご
コ
 。
 
オ
 の
り
の
 

コ
麓
コ
年
 ）
の
の
の
す
 

臣
｜
 

倖
 の
 
宙
コ
 口
目
 簗
ぎ
お
 二
つ
の
乱
り
王
の
Ⅱ
 

こ
 
に
よ
っ
て
 、
す
 へ
て
の
文
化
殊
に
道
徳
に
対
し
て
、
宗
教
の
全
く
独
立
し
 た
 意
義
を
認
め
る
こ
と
 

 
 

で
あ
る
。
こ
の
著
者
は
波
乱
に
吉
田
ん
だ
生
涯
の
う
ち
で
、
 

カ
ン
ト
及
び
 
ス
 ピ
ソ
ー
ザ
の
影
響
も
う
け
た
が
、
特
に
 慈
善
病
院
付
の
説
教
師
 

と
し
て
 べ
 ル
リ
ン
に
移
っ
て
（
一
七
九
六
年
）
か
ら
 以
 後
、
親
交
を
結
ん
だ
 F
,
 シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
を
中
心
と
す
る
 ロ
マ
ン
派
の
人
々
か
ら
 

の
 感
化
と
幼
少
か
ら
の
敬
虔
な
宗
教
者
と
し
て
の
感
情
と
 に
よ
っ
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
宗
教
を
 単
 
@
 に
 文
化
と
し
て
で
な
く
 

人
間
の
生
そ
れ
自
身
の
意
味
の
源
流
を
宗
教
に
求
め
た
 の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
人
間
精
神
の
内
的
に
し
 て
 永
遠
な
る
自
由
へ
の
 

憧
惧
と
 、
形
式
的
道
徳
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
永
遠
 な
る
神
の
国
へ
の
献
身
を
尊
重
し
た
の
で
中
世
の
宗
教
 精
 神
へ
 帰
ろ
う
と
す
る
 気
 

運
 も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
人
生
の
意
義
を
宗
教
に
求
 め
た
の
も
永
遠
と
自
由
へ
の
解
放
の
精
神
に
も
通
じ
て
い
 た
と
い
え
る
の
で
あ
 

る
 。
ベ
ル
リ
ン
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
初
め
て
あ
い
 調
 っ
た
 二
十
五
才
の
多
感
な
青
年
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
 深
い
影
響
を
 ぅ
 け
た
の
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舘
 

道
 咀
 

E
E
 

j
 
甘
 j
@
@
 
Ⅱ
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
 宗
教
論
』
に
 

お
け
る
「
瞬
間
」
の
意
義
 



も
こ
の
 献
 ・
 
男
 と
自
由
と
解
放
の
精
神
で
あ
っ
た
。
 

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
古
典
主
義
へ
の
抵
抗
か
ら
成
長
し
た
 の
で
あ
る
が
、
新
口
学
に
お
い
て
も
文
芸
に
お
い
て
も
、
 
十
八
世
紀
以
後
古
典
 

主
義
は
崇
高
な
る
理
想
と
し
て
の
善
美
を
求
め
る
厳
正
 な
る
精
神
的
態
度
を
本
領
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
 、
そ
 の
 善
美
の
追
求
は
あ
く
 

ま
で
理
性
法
則
に
し
た
が
い
、
理
性
的
世
界
に
お
い
て
な
 さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
善
美
は
 形
式
的
と
な
り
、
善
美
 

追
求
の
態
度
は
理
論
的
に
厳
正
で
あ
っ
て
、
か
か
る
 威
 勢
は
極
め
て
典
雅
に
完
成
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
や
 は
 り
す
で
に
古
典
な
の
 

古
典
的
形
式
の
う
ち
で
満
た
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
 

ズ
ム
 な
の
で
あ
る
。
広
大
な
る
永
遠
の
原
野
に
開
放
さ
 

な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
道
徳
の
法
則
を
ふ
み
破
っ
て
も
 

で
あ
っ
て
、
人
間
の
内
的
生
命
は
 、
 自
ら
の
有
限
を
超
」
 

ろ
 古
典
主
義
へ
の
反
抗
の
中
か
ら
・
形
式
を
打
ち
破
っ
て
 

た
の
で
あ
る
。
古
典
主
義
の
確
立
し
た
も
の
は
理
性
の
法
 

れ
た
人
間
精
神
は
 、
 美
の
世
界
、
善
の
世
界
、
真
の
世
界
 

な
お
、
人
間
の
生
命
は
自
由
と
永
遠
と
に
生
き
よ
う
と
し
 

え
 て
無
限
と
永
遠
を
求
め
て
や
ま
な
い
の
で
あ
り
、
か
か
 

こ
の
人
間
精
神
の
自
由
な
前
進
を
な
し
と
げ
 よ
う
と
す
 別

 と
し
て
の
道
徳
に
 外
 

る
 生
命
本
来
の
欲
求
は
 

を
 広
大
な
精
神
的
宇
宙
 

た
の
で
あ
っ
て
、
む
し
 

る
 運
動
が
ロ
マ
ン
チ
 シ
 

に
お
い
て
求
め
て
、
ロ
ー
マ
ン
派
文
芸
、
ロ
ー
マ
ン
派
 折
 耳
学
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
ロ
ー
マ
ン
派
 思
想
界
に
咲
き
出
た
る
 

文
芸
哲
学
で
は
、
そ
の
一
人
一
人
が
極
め
て
個
性
的
で
 あ
っ
て
 、
溢
 る
る
ば
か
り
の
内
的
生
命
に
充
実
し
て
、
 類
 理
化
の
出
来
な
い
個
性
 

で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
そ
の
最
も
個
性
 的
 存
在
の
一
人
と
し
て
、
 F
.
 

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
組
織
 

す
る
機
関
紙
で
あ
る
 

，
し
既
下
 （
 
訂
コ
け
 
年
日
，
に
情
熱
的
論
陣
を
張
っ
た
の
で
あ
 る
 。
そ
の
間
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
や
・
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
 テ
 イ
 ー
 ク
 な
ど
か
ら
の
感
 

化
に
よ
り
、
彼
の
世
界
観
は
美
的
理
想
の
追
求
に
集
注
 さ
れ
た
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
思
想
は
専
ら
 宗
 教
と
 道
徳
の
問
題
を
主
 

軸
 と
し
な
が
ら
、
宗
教
が
道
徳
か
ら
独
立
し
た
意
義
を
 持
つ
 二
 と
を
明
確
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
 

古
典
期
か
ら
浪
漫
 難
 に
か
け
て
プ
ロ
シ
ャ
文
化
の
育
成
 の
た
め
の
大
き
な
力
で
あ
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
仁
 き
 （
一
七
八
六
年
）
 

あ
と
 ・
プ
ロ
シ
ヤ
思
想
界
に
ほ
啓
蒙
思
想
が
風
擁
し
、
 そ
 こ
か
ら
生
れ
る
宗
教
軽
視
の
風
潮
は
、
カ
ン
ト
以
後
の
 理
性
的
古
典
哲
学
に
 ょ
 

つ
て
批
判
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
的
 H
p
@
 

の
 
O
 口
は
 ド
イ
ツ
的
 づ
の
 

 
 

教
は
 理
性
論
的
理
解
に
 

く 3 ㏄ ) 80 



シュライエルマ ツ ハ一の 仁 宗教論 ] における 「 瞬 『 昂 」 の 意義 

81 ( ㏄ の 

現   
あ イ てのみ イヒ で ミノ ユ る 。 一八二 求めた の立場 超越し の領域 という 啓蒙 思 は出来 を確信 てよい を示す の人間 やがて と化し うこと 

一 の か た に の 想 、 な す の の 化 フ   で 意   
然 マ   
し ッ 一 る シ な ら 漫 は 宗 ら る 然 遂 エ の か 認 

と三ナ '" 。 ノ Ⅱ 八   ュ る し 的 理 教 に 。 で に ル 独 ら め 
教 @ 三 シ ラ 神 て 宗 性 を 外 道 あ は バ 自 、 ら 

a@ a   れた 宇道 年 ュラ イエ 的意 宗教 教理 論的 道徳 なら 徳論 る。 神の ノ ッ、 性を 理性 

宙 徳 
的 を ので そレマ イエに ノ 志で 独自 解 で 宗教 付 の Ⅴ ヵ ょ、 的 宗 道徳 否定 にお 否定 論的 

意 尊 れ ル ッ あ の あ 理 屈 。 教 諭 に い す 理 あ 
忠 重 ぞ マ ハ っ 意 っ 解 物 か 論 的 至 て る 解 る 

  ッ l て 義 た に の か か 宗 る 完結     へ し 

の た 第 八 は 、 を 。 反 よ る ら 教理教 果 み 然 
直 が 二 l こ 純 明 ド 発 う 理 宗 論性 論 と で し 

、 が の 粋 に べ し に 性教 が 論 を な は   宗教 ，道徳第三 観的 帰 生涯 論を なる しよ ツ親 て、 みる 論的 を失 宗教 ゐ示 的 人間 る 。 士ホ教 

依 は 、 を 当 感 ぅ 余宗 理宗 わ 否 教諭 力 の は 
@ こ あ 
よ く 

る ま 何等 時の思第四版通じて か 情的 直 とする 論 が宗 数 は認 性論 約 教諭 で せぬの 定を意 哲学の の申に ント、 意義を 

大 で 

貴 人 
の 間 意味 、如何を重ね の 箱心碇 ガレに 観によ 力 の，、 教を理 議の 間 宗教論 は、道 論 は 、 図する 系譜を 解消す ブイヒ 汲みっ 

宇 の て に 伺 っ こ ， 陸題 が 徳 者 こ 辿 る テ く で 
宙 現 利 こ っ て の の で 当 と 自 と れ に 、 す 人 

昇 的 み 域 く 代 金 の な 

華 道 
で 征志 

あ 法 
る 遵     

。 奉 と を に ず あ し に の 教 し 教 の な へ あ 者 
み 示 で 
教 ぁ   
と る 
首 坦 、     
徳 而 す た 般 が な の 粋 れ 神 が 中 く る の の わ 
は し る か 教 出 る に な て 的 、 に 宗 。 観 理 り 

次 て 

道徳 元を 性化は ことが あい、 、一 ｜ ま 義人に 来るの 宇宙は 対して る感情 いたの 領域を 道徳 法 埋没し 教諭が 念論的 

出 向 で 現 、 的 で 定則 て 倫   そ 

て の の 犬 皮 。 世 を で 。 る に と へ     



    

しめよ 、 るれ 然あ 視 で 軽し 、 文 は 教 な 

道 。 ば し っ（ す 純 道 理 
名車 襄 カ   、 た ⑧ る 粋 徳 解 
を ン 宗 か と も 感 を せ 
道 ト 教 か い の 情 無 ず 
徳 に と る う だ を 視 、 
と お 追 考 の と 地 し む 
し い 徳 え は い 上 て し 
て て と は こ え 的 現 ろ 

完 も は 、 の る 忠 実 軽   
し ヒ 精 て で 宝 引 的 る 
め テ 神 、 あ 教 き ， @ 青 も 
る に に 宗 る 論 下 緒 の 

に お お 教 。 』 ろ と と 

、え 宗 けるは いて 道 と 即ち 初 の すも して レ 、 
教 も 五 徳 、 め の 宗 る 
め そ に は 彼 に で 教   
支 う 別丁 如 は   あ の 宗 
援 で な 何 ゲ 宗 る 意 教 
を あ る は l 教 か 義 の 

要 っ 領 る テ の ら を そ 
す た 域 関 " 代 " み の 

る が で 係 カ リ 理 と 独 
と 、 あ に ン に 性 め 自 

し力っ た ン てる あ ト 、 買論るの 人的 こ意 
。 ト 、 か フ の 合 と 義 認め 宗教はそれはま、 を 道｜ 、 を明確 ィヒテ 格言、 理論者 は、超 

結 補 遺 に を 詩 文 埋 る 
局 は 徳 す も 人 は 性 の 
は 心 的 べ 批 の 浪 的 で 

、 盤 珪 き 判 名 漫 な な   道徳 宗教次元を道 こな 一 家と 教養 者と を道 

徳 に を ら し あ い 徳 の 

の 至 高 ね て る ぅ の た 
領 ら く ば い も 教 領 め 
域 ね 超 な る の 養 成 の 

に は   え も の の 人 に 支 

と   

こ
の
宗
教
論
の
副
題
に
あ
る
、
宗
教
を
軽
視
す
る
人
々
は
 、
無
教
養
の
た
め
に
軽
視
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
 理
 論
の
面
で
は
宗
教
 

を
 尊
重
す
る
所
の
理
性
論
的
立
場
の
知
識
人
で
あ
る
。
 シ
 ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
決
し
て
 単
 な
る
思
索
で
は
な
く
 

（
 
う
 
5
 ）
 

て
 、
従
来
の
理
想
主
義
者
達
は
神
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ
 る
と
い
う
。
宗
教
的
情
感
を
文
芸
的
詩
情
に
す
り
か
え
 る
 文
人
達
も
正
当
に
 宗
 

（
 4
 レ
 

な
く
宗
教
の
源
流
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

に
 、
宗
教
は
敬
虔
な
る
感
情
に
依
存
す
る
。
シ
ュ
ラ
イ
 
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
哲
学
は
 、
 神
に
つ
い
て
の
学
説
 で
は
な
い
。
そ
れ
は
 理
 

（
つ
し
）
 

論
理
性
や
実
践
理
性
に
で
な
く
美
的
理
性
に
基
 く
 所
の
仝
 示
教
 的
 感
情
に
つ
い
て
の
学
説
な
の
で
あ
る
。
敬
虔
の
感
 情
は
 知
識
の
規
準
で
ほ
 

お
り
、
宗
教
を
道
徳
に
還
元
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 ，
 ）
の
点
で
は
宗
教
論
と
し
て
は
彼
は
カ
ン
ト
を
拒
否
す
る
 の
で
あ
る
。
神
の
啓
示
 
2
 

 
 

（
 
l
,
 

）
 

に
は
理
性
的
認
識
は
及
ば
な
い
か
ら
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
 マ
ッ
ハ
ー
は
啓
示
神
学
者
で
な
い
と
同
時
に
理
性
論
的
 神
 学
者
で
も
な
い
。
即
ち
）
 

 
 

宗
教
を
道
徳
の
媒
介
 初
 め
よ
う
に
す
る
カ
ン
ト
的
道
徳
 的
 神
学
に
反
対
す
る
。
彼
の
感
情
宗
教
と
は
、
人
間
全
体
 が
 自
分
自
身
が
宇
宙
に
㏄
 

Ⅰ
 
ノ
 
2
 ）
 

依
存
し
て
い
る
と
直
観
す
る
感
情
に
み
ち
て
い
る
状
態
 で
あ
る
。
即
ち
、
宗
教
の
木
質
を
感
情
に
認
め
る
の
で
あ
 っ
て
、
道
徳
は
知
的
理
性
 



  

 
 

八
二
・
一
年
の
 コ
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
論
 し
 （
 む
 e
r
 
c
 

才
 Ⅱ
ず
由
円
の
す
 

o
 目
 P
E
 
ヴ
 ⑧
に
現
わ
れ
た
注
目
す
べ
き
表
現
だ
が
、
そ
の
 年
に
「
宗
教
論
」
の
 策
 

討
を
判
定
し
ょ
う
と
す
る
啓
蒙
主
義
者
、
ム
ロ
 理
 主
義
 者
、
ひ
い
て
は
ム
ロ
 理
的
 思
惟
に
立
っ
す
べ
て
の
人
が
 、
宗
 教
を
道
徳
の
領
域
に
組
み
入
 

臆
れ
 ・
宗
教
を
道
徳
的
意
義
に
よ
っ
て
の
み
認
め
る
 ナ
 

」
と
の
誤
り
を
、
正
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
 

 
 

の
 
啓
蒙
主
義
、
古
典
主
義
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
出
発
し
た
 の
で
、
も
と
も
と
ほ
彼
自
身
が
、
宗
教
論
が
副
題
に
す
 る
 所
の
「
宗
教
を
軽
視
す
る
 

 
 

ハ
教
養
 人
 」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
宗
教
 軽
視
の
教
養
 人
 と
し
て
の
彼
の
、
敬
虔
な
る
宗
教
者
 と
 し
て
の
彼
へ
の
転
身
に
お
け
 

壊
 
る
 繊
悔
と
 決
意
と
を
も
っ
て
、
宗
教
の
意
義
を
明
に
 し
ょ
う
と
し
た
も
の
が
こ
の
「
宗
教
論
 口
 で
あ
る
か
ら
 
、
本
書
は
 、
 極
め
て
敬
虔
な
 

 
 

数
々
の
宗
教
に
つ
い
て
の
論
作
は
本
論
を
主
軸
と
し
て
 展
 閲
 す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
）
  

 
 
 
 
 

巧
 

で
あ
る
。
よ
く
し
ら
れ
た
、
宗
教
と
は
絶
対
帰
依
 
の
缶
勝
 
住
侶
ハ
 

%
 曲
 
の
の
 c
 ア
汀
 。
 
す
 （
 
ア
ぎ
円
 
㏄
の
 
わ
す
ア
 
曲
ゴ
内
相
 
ダ
卸
あ
 ㏄
の
日
付
 

ま
し
で
あ
る
と
い
う
定
義
 
は
一
 

も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
世
界
統
治
の
神
的
秩
序
を
確
 倍
 す
る
こ
と
が
宗
教
だ
と
す
る
が
、
而
も
そ
の
秩
序
は
 結
局
は
道
徳
的
秩
序
で
 

あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
宗
教
は
世
界
の
道
徳
的
秩
序
へ
の
 献
 身
 と
確
信
で
あ
る
。
か
か
る
確
信
は
世
界
秩
序
を
遵
奉
 し
ょ
う
と
す
る
無
限
 努
 

力
 で
あ
る
。
か
か
る
秩
序
と
は
思
惟
と
存
在
と
の
同
一
で
 あ
り
、
世
界
秩
序
は
神
的
で
あ
る
。
神
意
献
身
に
お
い
て
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 

｜
は
 フ
ィ
ヒ
テ
宗
教
観
の
影
響
下
に
あ
る
。
然
し
、
シ
ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
場
合
は
、
最
高
実
在
へ
の
全
人
 曲
直
視
、
い
わ
ば
純
粋
 

感
情
に
基
く
の
で
あ
っ
て
、
理
性
的
な
る
も
の
を
打
ち
 棄
て
、
理
性
的
死
に
当
面
し
て
而
も
宗
教
的
情
感
に
よ
み
 が
え
る
も
の
な
の
で
あ
 

（
 
8
 ）
 

っ
て
、
こ
の
点
で
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
 は
ス
ピ
ノ
 
１
ザ
の
神
の
概
念
の
影
響
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 そ
 れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

義
 

味
 

宗
教
と
道
徳
と
は
相
互
に
支
え
 ム
ロ
 
っ
て
い
る
こ
と
 
は
 事
実
で
あ
っ
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
も
そ
の
こ
 と
を
十
分
に
認
め
な
が
ら
も
 

円
 
Ⅲ
・
宇
宙
へ
の
帰
依
に
よ
る
無
限
努
力
と
し
て
の
宗
教
 ほ
 理
性
的
営
為
に
よ
っ
て
で
な
く
、
理
性
の
世
界
よ
り
お
 ど
り
出
で
永
遠
の
世
界
を
無
 

僻
 

眼
 に
求
め
行
く
無
限
感
情
に
お
い
て
の
み
な
し
と
 げ
ら
れ
る
底
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
 

 
 

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
お
い
て
は
、
 

道
 徳
と
 宗
教
と
ほ
人
間
精
神
に
お
け
る
領
域
を
異
に
し
な
 が
ら
而
も
相
い
支
え
 

 
 
 
 

め
ム
ロ
 い
、
道
徳
と
宗
教
と
は
互
に
距
て
あ
い
な
が
ら
 而
 も
相
い
結
び
ム
ロ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ほ
、
理
知
の
権
 

威
 を
も
っ
て
す
べ
て
の
真
偽
 

 
 



  

宇
宙
自
身
の
表
現
と
行
為
と
の
中
に
在
っ
て
敬
虔
に
 宇
 宙
の
巨
大
な
意
 ギ
 む
の
声
な
き
声
に
耳
を
傾
け
る
の
で
 

（
「
 

4
 
，
 
）
 

子
供
の
よ
う
な
受
動
態
で
宇
宙
の
直
接
の
影
響
に
よ
っ
 て
と
ら
え
ら
れ
充
た
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
敬
虔
 

0
 本
質
が
ひ
め
ら
れ
て
お
り
・
こ
の
転
身
の
時
が
宗
教
的
 瞬
間
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
が
宗
教
の
花
ざ
か
り
で
 

容
を
開
明
す
る
こ
と
が
こ
の
「
宗
教
論
」
の
主
意
で
あ
 る
 。
宗
教
を
道
徳
や
形
而
上
学
ス
 は
 文
学
的
情
緒
に
 

軽
視
者
の
蒙
を
ひ
ら
い
て
宗
教
の
意
義
を
明
か
に
し
た
 の
で
あ
る
。
 

あ
る
。
即
ち
宗
教
的
人
間
は
 

な
る
受
身
へ
の
転
身
に
宗
教
 

（
 
5
 ）
 

あ
る
。
こ
の
瞬
間
の
心
的
内
 

従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
宗
教
 

 
 

に
 宗
教
な
く
し
て
思
弁
及
び
実
践
を
持
と
う
と
す
る
の
は
 僑
慢
 な
尊
大
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
的
 人
間
は
宇
宙
を
直
観
し
 

（
 
-
,
 

I
 ）
 

悲
 、
悔
悟
等
の
宗
教
的
感
情
は
道
徳
に
で
は
な
く
敬
虔
 に
 属
す
る
か
ら
、
宗
教
は
道
徳
の
奴
隷
で
は
な
く
て
、
 弁
 護
 者
な
の
で
あ
る
。
 
故
 

三
板
が
出
て
お
り
・
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
論
」
の
背
景
 を
な
す
も
の
ほ
依
然
と
し
て
こ
の
「
宗
教
諭
し
で
あ
る
と
 い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

（
 
0
,
 

）
 

而
も
そ
の
根
本
的
主
張
は
、
宗
教
の
本
質
は
思
惟
で
も
 行
為
で
も
な
く
、
直
観
 と
 廓
清
と
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
 あ
る
。
即
ち
、
「
古
木
 教
 

諭
 し
は
宗
教
と
道
徳
、
形
而
上
学
、
と
の
問
題
を
批
判
 的
に
イ
コ
ニ
ッ
シ
 ュ
 に
論
じ
な
が
ら
、
人
間
精
神
に
お
い
 て
 、
宗
教
は
道
徳
と
は
 

別
の
独
自
な
領
域
を
有
し
、
而
も
人
間
精
神
を
、
道
徳
 よ
り
も
更
に
根
源
的
に
支
え
る
も
の
は
宇
宙
に
対
す
る
 純
 粋
で
 直
接
な
る
宗
教
的
 

感
情
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
 

宗
教
の
本
質
が
直
観
と
感
情
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宗
教
 は
 ・
人
間
が
欲
す
る
と
 否
 と
に
か
か
わ
ら
ず
・
人
間
が
当
 然
 そ
う
で
な
け
れ
ば
 

 
 

な
ら
な
い
根
源
的
見
地
か
ら
人
間
を
見
る
の
で
あ
っ
て
 、
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
お
い
て
は
、
所
謂
道
徳
 や
 所
謂
宗
教
の
既
成
概
念
 

か
ら
人
間
を
見
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が
真
に
人
間
と
し
 
て
 生
き
る
道
を
求
め
、
必
然
的
に
宇
宙
を
直
観
し
世
界
的
 神
意
を
遵
奉
し
ょ
う
 と
 

す
る
純
粋
感
情
に
お
い
て
ほ
、
人
間
の
一
切
の
営
為
は
新
 し
い
そ
し
て
宗
教
的
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
人
間
の
こ
 の
宗
教
的
転
身
の
境
 位
 

 
 

に
お
い
て
宗
教
は
成
立
す
る
の
で
、
そ
の
本
質
は
た
し
 か
に
直
観
 と
 廓
清
で
あ
る
。
宇
宙
の
直
観
と
結
び
つ
く
 謙
 譲
 、
愛
、
感
謝
、
 
慈
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：
・
に
 叩
 

巧
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
 

ソ
 

こ
の
意
味
で
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
哲
、
学
 

又
は
道
徳
は
宗
教
で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
然
し
 、
 こ
の
道
徳
と
宗
教
の
相
異
を
 

 
 
 
 

め
 マ
ッ
ハ
ー
の
い
う
真
の
宗
教
で
あ
る
。
而
し
て
、
 

自
 由
 と
ほ
人
間
理
性
の
能
動
的
自
律
性
に
基
く
が
、
帰
依
 

と
は
人
間
理
性
を
放
下
し
た
 

 
 

り
に
お
い
て
は
、
道
徳
又
は
哲
学
と
宗
教
と
ほ
互
に
相
い
 

容
れ
ず
拒
否
し
ム
ロ
う
と
い
わ
 

羽
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ハ
は
 現
実
世
界
に
お
け
る
人
間
の
自
由
を
求
め
る
の
で
 

あ
る
。
然
し
、
そ
の
人
間
的
自
由
の
う
ち
に
啓
示
を
直
 

観
 す
る
の
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
 

傭
の
誕
生
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

理
性
的
人
間
の
よ
っ
て
立
つ
体
系
は
道
徳
で
あ
る
が
・
 、
 
永
 遠
直
観
的
人
間
の
よ
っ
て
立
つ
体
系
は
宗
教
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 世
界
と
は
死
で
 境
 さ
れ
た
二
つ
の
世
界
で
あ
っ
て
 、
此
 の
 世
に
お
け
る
義
務
の
体
系
 

 
 

詞
を
持
つ
が
、
宗
教
者
は
一
つ
の
世
界
を
信
ず
る
。
 

一
つ
と
は
生
を
も
死
を
も
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
 義
務
の
体
系
よ
り
も
永
遠
な
 

      問 」の意義 

間
で
あ
る
。
宗
教
を
軽
視
す
る
も
の
に
は
享
楽
的
時
間
 が
あ
っ
て
永
遠
と
い
う
時
間
が
な
い
。
宗
教
開
示
の
瞬
間
 は
 永
遠
開
示
の
瞬
間
で
 

（
 
7
7
 

1
 ）
 

あ
る
。
時
間
と
は
理
性
的
時
間
と
純
粋
直
観
的
永
遠
 と
 が
 相
い
結
 ム
ロ
 
さ
れ
る
或
る
一
点
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
 こ
の
一
点
に
立
つ
人
間
 

 
 

な
る
の
で
あ
る
。
時
間
的
人
間
が
か
か
る
通
訳
者
に
転
 見
 す
る
こ
と
が
宗
教
者
 

宗
教
開
示
の
瞬
間
に
お
い
て
は
・
直
観
と
感
情
と
が
 

分
 離
せ
ず
一
 つ
に
 融
合
し
て
い
て
、
分
析
的
に
記
述
す
る
 

ナ
 
-
 
と
の
出
来
る
も
の
で
 

 
 

ら
 、
こ
の
瞬
間
に
お
け
る
人
間
の
心
的
構
造
を
開
示
す
る
 

こ
と
が
古
木
教
の
意
義
を
 

明
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
瞬
間
と
は
 

単
 な
る
時
間
で
は
な
く
・
宗
教
的
人
間
が
そ
の
時
に
誕
生
す
 

る
よ
う
な
内
実
あ
る
 
時
 

  
一 " 



究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
道
徳
と
ら
示
教
の
内
 

的
 結
び
付
き
を
明
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 道
 徳
と
 宗
教
と
が
相
異
 す
 

る
 点
と
は
実
は
道
徳
と
宗
教
と
が
相
い
接
す
る
点
で
あ
 る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
が
秘
密
 に
み
 ち
た
瞬
間
（
で
 ち Ⅰ
 

（
 
力
 ）
 

の
 ～
の
（
の
的
の
す
色
目
コ
円
の
 

ヰ
 0
 監
尼
仁
 ぬ
の
コ
 
%
@
n
F
 

）
で
あ
り
、
人
間
 を
 静
か
な
献
身
的
享
受
に
守
 コ
 日
の
（
～
二
の
尹
 
圧
コ
 ㏄
の
的
の
す
 

  

せ
る
時
な
の
で
あ
る
。
 

か
く
て
、
道
徳
は
宗
教
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
元
来
、
 シ
 ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
宗
教
」
は
道
徳
と
同
じ
 次
 元
 に
お
い
て
並
存
し
 

な
が
ら
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
宗
教
は
人
 間
性
の
上
な
る
宇
宙
に
伺
っ
て
 憧
慢
し
 努
力
す
る
も
の
で
 あ
る
か
ら
、
人
間
性
は
 

 
 

（
 
簗
し
 

個
々
の
も
の
と
一
者
と
の
中
間
存
在
で
あ
り
、
無
限
者
 に
 到
る
途
上
の
休
息
場
所
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
は
道
徳
 よ
 り
も
高
次
元
に
あ
る
も
 

の
で
あ
り
。
従
っ
て
・
宗
教
ほ
道
徳
よ
り
も
人
間
性
に
お
 い
て
よ
り
深
く
根
源
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
 。
こ
の
土
忌
 味
 で
て
 
ほ
士
 小
数
 

は
 道
徳
を
支
え
る
も
の
、
道
徳
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
あ
 る
 。
 

然
し
な
が
ら
、
宗
教
が
道
徳
的
人
間
性
を
高
く
超
克
し
 ス
 深
く
根
源
付
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
開
眼
に
 先
 立
っ
理
性
的
道
徳
的
 

人
間
が
安
直
に
宗
教
的
人
間
に
転
身
す
る
こ
と
は
出
来
 な
い
。
宗
教
 は
 道
徳
を
拒
み
越
え
っ
 つ
、
 而
も
道
徳
を
支
 、
 
て
 る
の
で
あ
る
。
即
ち
 、
 

哲
学
も
道
徳
も
宗
教
で
は
な
い
が
而
も
同
時
に
宗
教
は
 

 
 

て
 宗
教
と
道
徳
は
拒
み
 

あ
い
な
が
ら
根
源
的
に
結
び
合
い
、
そ
こ
で
始
め
て
 道
 徳
も
宗
教
も
そ
れ
ぞ
れ
が
本
来
的
に
在
る
こ
と
が
出
来
る
 の
で
あ
る
。
こ
の
事
 清
 

を
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
宗
教
的
 境
 位
は
理
性
 的
 思
惟
を
越
え
て
開
示
さ
れ
る
と
説
明
し
た
。
し
た
が
っ
 て
 、
宗
教
は
理
論
的
 説
 

明
 で
っ
く
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
 日
 示
教
の
繁
栄
を
阻
む
も
の
は
懐
疑
 家 や
潮
 笑
 者
で
は
な
く
 て
 理
知
的
人
問
と
実
際
 

酌
人
間
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
は
人
 間
を
幼
年
時
代
か
ら
虐
待
し
 、
 更
に
高
次
の
も
の
に
む
か
 お
 う
 と
す
る
人
間
の
努
 

（
㌦
 

札
 
）
 

力
 を
圧
迫
し
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
宗
教
を
道
徳
論
 約
ス
 は
 理
性
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
ほ
宗
教
を
阻
止
し
、
 

宗
教
に
敵
対
す
る
も
の
 

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

（
。
 

2
 
，
 
）
 

而
も
、
「
宗
教
と
は
私
を
生
ん
だ
母
胎
」
で
あ
り
、
 
ま
 た
 ・
宗
教
 は
 傲
慢
で
ほ
な
く
謙
譲
に
満
ち
た
も
の
で
あ
 っ
て
、
古
木
 
数
 は
 A
 八
間
   



  

 
 

の
 行
為
と
存
在
の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
 

ノ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
れ
 
ば
 、
宗
教
と
ほ
人
間
の
経
済
生
 
活
 、
政
治
生
活
、
学
究
 

生
活
等
々
の
種
々
 
な
 生
活
の
内
の
極
 
く
 特
殊
な
生
き
方
 
の
 一
つ
 き
 示
す
よ
う
な
も
の
で
ほ
な
く
て
、
人
間
の
「
 

生
 き
る
」
の
根
本
的
意
義
 

を
 示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
宗
教
」
と
は
そ
の
ま
ま
 

「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
而
も
・
そ
れ
は
人
間
 

の
 最
も
根
源
的
な
真
実
 

な
 生
き
方
で
あ
る
。
宗
教
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
け
本
 

当
 に
人
間
ら
し
く
な
り
、
真
実
な
 
已
れ
 自
身
と
な
る
の
で
 
あ
る
。
宗
教
に
お
い
て
 

人
間
が
真
に
人
間
ら
し
く
な
り
、
真
の
自
己
自
身
に
め
 

ざ
め
る
時
が
 、
 彼
の
い
 う
 瞬
間
で
あ
る
。
即
ち
 
、
 何
に
屈
 征
 す
る
自
己
で
も
な
 

く
、
 真
に
自
己
自
身
と
し
て
自
立
し
て
い
る
自
己
と
な
 

る
の
は
宗
教
的
瞬
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇
宙
 

を
 直
観
す
る
瞬
間
で
あ
る
 

義
 

憶
か
ら
、
人
間
は
っ
ね
に
瞬
間
毎
に
自
己
の
目
ざ
め
 
を
 深
め
、
宇
宙
の
内
に
あ
っ
て
自
由
な
人
間
と
な
る
の
で
 

あ
る
。
「
宗
教
は
自
己
に
 

明
 
ふ
さ
わ
し
い
、
そ
し
て
瞬
間
毎
に
新
た
に
獲
得
す
 

 
 

白
木
数
冊
 

円
 な
の
で
あ
っ
て
 
、
こ
 

僻
の
瞬
間
に
お
い
て
思
惟
と
存
在
、
観
念
的
な
る
も
 
の
と
実
在
的
な
る
も
の
と
の
同
一
性
と
し
て
の
神
が
「
 

生
 き
る
」
の
目
標
と
な
る
の
で
 

化
 
あ
る
。
神
が
行
為
と
存
在
の
根
底
を
照
ら
し
つ
つ
、
 

神
 が
自
ら
つ
ね
に
「
生
き
る
」
の
目
標
と
な
る
の
で
あ
る
 

つ
ね
に
目
標
と
な
る
と
い
 

 
 

め
ぅ
 こ
と
は
、
神
は
つ
ね
に
人
間
行
為
で
到
達
し
難
 

い
 彼
方
に
あ
り
な
が
ら
現
実
の
自
我
を
宇
宙
へ
導
入
す
る
 

の
で
あ
る
。
而
も
、
そ
の
神
 

 
 

 
 

 
 

フ
 ィ
 ヒ
テ
の
「
無
限
努
力
」
 

 
 

然
し
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
努
力
と
い
，
 

つ
 め
は
決
し
て
、
意
志
的
な
努
力
で
ほ
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
 

に
お
い
て
は
、
無
限
 
は
 絶
対
 

ハ
 
自
我
と
し
て
の
理
性
的
無
限
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
 

宇
 宙
 秩
序
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
故
に
、
そ
の
無
限
へ
の
 

努
力
は
道
徳
的
意
志
的
努
力
 

乙
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 
｜
 の
場
合
は
、
無
限
と
は
宇
宙
で
あ
る
が
、
宇
宙
と
は
思
惟
 

と
 存
在
と
の
全
き
同
一
性
と
 

 
 

「
生
き
る
」
こ
と
に
本
源
的
に
働
い
て
い
る
純
粋
感
情
に
 

よ
る
神
へ
の
思
慕
で
あ
る
。
の
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

  



    
 
 

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
宇
宙
を
本
来
の
自
己
と
み
る
な
ら
 
ば
 、
「
独
語
録
 ヒ
 に
お
い
て
自
我
と
な
る
で
あ
ろ
う
よ
う
 な
 
「
宗
教
論
 ヒ
の
 宇
宙
 

は
 、
フ
ィ
ヒ
テ
的
自
我
で
は
な
い
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
 ッ
ハ
 ー
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
折
口
学
に
お
い
て
ほ
 

、
宇
 宙
を
形
成
す
る
よ
う
に
 

み
え
て
実
は
こ
れ
を
破
壊
し
、
結
局
は
我
々
自
身
の
愚
 鈍
の
故
に
示
す
空
虚
な
影
像
が
宇
宙
で
あ
る
と
み
る
こ
と
 に
な
る
、
と
フ
ィ
ヒ
テ
 

 
 

を
 批
判
、
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
霊
に
頭
髪
を
捧
げ
よ
・
 

と
 い
 う
 の
も
、
宗
教
は
純
粋
感
情
の
直
観
で
あ
る
と
の
主
張
 に
よ
る
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
ま
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
 は
 、
宗
教
を
 理
性
的
義
務
体
系
と
し
て
の
道
徳
の
終
極
と
し
、
そ
の
 宗
教
の
意
義
を
人
間
 

（
 
，
，
 

8
 ）
 

0
 本
性
に
対
す
る
関
係
及
び
人
間
の
宇
宙
に
対
す
る
関
係
 か
ら
み
ち
び
き
出
そ
う
と
す
る
カ
ン
ト
に
対
し
て
も
き
 び
し
く
批
判
を
す
る
の
 

も
 当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
 

行
為
的
自
我
が
宇
宙
的
自
我
へ
転
身
す
る
瞬
間
に
お
い
 て
 ・
人
間
は
宗
教
的
に
開
眼
す
る
。
こ
れ
を
後
二
八
二
一
 一
年
）
の
「
キ
リ
ス
ト
 

教
 信
仰
論
」
に
至
っ
て
、
敬
虔
な
感
情
に
よ
っ
て
宗
教
は
 

成
り
立
つ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
人
間
全
体
が
宇
宙
に
依
存
 し
て
い
る
と
自
ら
感
 ず
 

ハ
 
㏄
）
 

る
 感
情
に
充
ち
満
ち
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
自
ら
で
生
き
 6
 人
間
が
宇
宙
か
ら
生
か
さ
れ
る
人
間
と
な
る
瞬
間
が
 宗
教
開
示
の
時
で
あ
 

 
 

る
 。
そ
の
瞬
間
と
は
純
粋
感
情
に
よ
る
直
観
に
よ
っ
て
 把
 握
 せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
言
に
し
て
い
え
 ば
 ・
宗
教
は
感
情
で
あ
 

る
と
い
え
る
。
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
 、
目
 （
 
体
 的
実
例
に
依
っ
て
 小
 示
教
的
感
情
の
根
本
定
義
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
 と
 、
教
養
あ
る
理
性
 

ど
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
宇
宙
の
道
徳
的
秩
序
と
い
う
も
の
で
 は
な
か
っ
た
。
 

ノ
ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
 は
 、
 忍
 方
数
諭
し
に
お
い
て
の
 宇
宙
と
い
う
概
念
を
、
翌
年
の
「
独
語
録
し
で
は
自
我
と
 い
 う
 概
念
に
お
き
か
 

え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
自
我
は
・
 フ
 ィ
ヒ
テ
 の
そ
れ
の
よ
う
に
、
自
ら
で
自
ら
を
 づ
 く
り
上
げ
 て
 行
く
と
こ
ろ
の
生
産
 

的
な
行
為
的
理
性
的
自
我
を
意
味
す
る
の
で
ほ
な
く
て
、
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
自
我
」
 ぼ
 、
根
源
的
に
 自
我
を
支
え
生
か
す
 所
 

の
 他
者
的
自
我
で
あ
り
、
宗
教
的
精
神
が
そ
こ
か
ら
喚
起
 さ
れ
る
根
源
で
あ
り
、
而
も
宗
教
的
精
神
の
対
象
で
あ
る
 
。
そ
れ
は
自
我
を
生
か
 

す
も
の
、
は
ぐ
く
む
も
の
 鞭
 挺
す
る
も
の
と
し
て
、
 自
 我
が
そ
こ
よ
り
出
で
て
そ
こ
に
あ
り
而
も
っ
い
に
ほ
 そ
 @
 
」
 へ
 帰
り
入
る
所
の
宇
宙
 

(396) 88 
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人
も
理
性
的
反
省
に
欠
け
る
所
謂
宗
教
者
も
共
に
宗
教
 

に
 対
す
る
正
し
い
理
解
よ
り
も
誤
解
を
持
っ
て
い
る
。
古
木
 

教
は
単
な
る
理
性
の
こ
 

と
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
単
な
る
感
情
の
こ
と
で
も
な
く
 

て
 ・
宇
宙
を
直
観
し
 

い
 そ
の
宇
宙
直
観
に
よ
っ
て
自
然
に
 

よ
び
 
さ
ま
さ
れ
る
純
粋
 

な
 感
情
で
あ
る
。
そ
の
感
情
の
内
実
を
探
る
な
ら
ば
、
 

「
宗
教
的
感
情
が
ど
ん
な
に
密
接
に
か
の
宇
宙
直
観
 

と
結
 
合
し
、
ど
ん
な
に
必
然
 

的
に
そ
れ
か
ら
流
れ
出
で
、
且
 

つ
 そ
の
直
観
か
ら
説
明
 

出
来
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
宗
教
的
感
情
は
誤
解
さ
れ
 

て
い
る
。
世
界
精
神
が
 

荘
厳
に
我
々
に
啓
示
し
、
我
々
が
、
そ
の
世
界
精
神
の
 

行
動
を
、
偉
大
な
る
構
想
に
よ
る
荘
厳
な
法
則
に
し
た
が
 

っ
て
傾
聴
す
る
時
に
 

は
 、
、
永
遠
に
し
て
見
え
ざ
る
も
の
 

ゃ
 
ン
ジ
。
 

-
 
ト
 
・
ハ
ル
に
対
し
て
心
奥
か
ら
 

の
 畏
敬
の
念
に
よ
っ
て
心
を
貫
か
れ
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
 

自
然
な
こ
と
が
あ
る
だ
 

 
 

 
 

 
 

目
 に
小
さ
な
も
の
と
な
り
消
え
去
る
の
を
知
る
時
、
 

ま
 こ
と
の
巧
み
な
き
謙
譲
ほ
ど
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
 

が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
シ
ュ
ラ
 

僻
イ
エ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
は
い
う
。
即
ち
 

、
 小
さ
な
自
我
 

自
身
と
荘
厳
雄
大
な
る
宇
宙
と
が
敬
虔
な
る
直
観
に
よ
っ
 

て
 結
ば
れ
、
そ
の
直
観
に
よ
 

 
 

っ
て
内
か
ら
起
る
感
情
は
・
も
 

ほ
や
 
或
る
特
定
の
何
事
か
 

に
よ
っ
て
起
る
感
情
で
は
な
く
て
、
広
大
な
宇
宙
に
無
 

限
 に
生
々
と
生
き
て
 

行
 

 
 
 
 

ぬ
く
全
く
純
粋
な
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
な
る
 

も
の
が
広
大
な
る
も
の
と
し
て
世
界
を
生
き
る
精
神
で
あ
 

る
か
ら
、
こ
の
宗
教
感
情
を
 

記
 世
界
精
神
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
。
自
然
が
こ
の
 

世
界
精
神
に
め
ざ
め
る
時
、
自
然
は
宇
宙
の
主
体
者
と
な
 

り
、
 
真
に
自
由
と
な
る
の
で
 

諫
 あ
る
。
こ
の
真
な
る
自
由
の
め
ざ
め
の
時
を
こ
そ
 

瞬
間
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

か
か
る
瞬
間
に
お
い
て
、
人
間
は
あ
る
特
殊
な
 

 
 

 
 

 
 

一
つ
の
生
き
方
と
し
て
宗
教
的
人
間
と
な
る
の
で
は
な
く
 

 
 

 
 

て
 、
人
間
が
真
実
に
人
問
と
 

 
 

 
 
 
 



が
 宇
宙
の
世
界
精
神
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
人
間
で
あ
 る
 。
生
き
る
人
間
が
生
か
さ
れ
る
人
間
と
な
る
瞬
間
が
宗
 教
的
 瞬
間
で
あ
る
。
 
現
 

に
あ
る
こ
の
ま
ま
の
人
間
を
生
き
な
が
ら
・
そ
れ
が
そ
の
 ま
ま
、
真
の
人
間
と
し
て
、
即
ち
宗
教
的
に
生
き
る
の
 で
 上
の
る
。
え
て
こ
に
イ
ン
コ
 

テ
ス
タ
ン
ト
精
神
、
特
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
改
革
派
の
精
 神
に
貫
か
れ
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
確
固
た
る
 宗
 教
諭
が
見
ら
れ
る
の
で
 

あ
る
。
 

神
と
人
間
の
関
係
を
基
本
概
念
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
 神
 学
 に
基
 く
 宗
教
論
が
彼
の
宗
教
論
な
の
で
あ
る
。
 

か
か
る
心
木
 数
 論
の
命
題
は
、
有
限
者
が
無
限
者
を
 っ
か
 む
の
で
は
な
く
て
、
無
限
者
が
有
限
者
に
乗
っ
て
生
か
す
 こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
 

が
 、
瞬
間
に
お
い
て
永
遠
を
 っ
 か
む
こ
と
で
あ
り
、
 
瞬
 間
 に
誕
生
し
た
新
し
き
人
間
が
世
界
を
発
見
す
る
こ
と
で
 あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
 

マ
ッ
ハ
ー
の
次
の
言
葉
が
こ
の
事
情
を
極
め
て
よ
く
示
す
 と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

「
神
は
、
人
間
が
一
人
で
い
る
間
は
・
世
界
も
無
に
等
し
 い
こ
と
を
認
識
し
て
、
人
間
に
婦
人
の
助
手
を
創
造
し
 た
 も
 う
た
 。
そ
こ
で
 

は
じ
め
て
人
間
の
う
ち
に
生
命
と
精
神
に
あ
ふ
れ
た
調
子
 が
 よ
び
起
こ
さ
れ
、
か
く
て
は
じ
め
て
人
間
の
眼
が
 世
 界
 に
向
け
て
開
け
て
 
来
 

た
 。
最
初
の
間
人
は
そ
の
肉
の
肉
、
骨
の
骨
に
よ
っ
て
 人
 間
を
発
見
し
、
そ
の
人
間
に
お
い
て
世
界
を
発
見
し
た
 。
こ
の
瞬
間
か
ら
人
間
 

は
神
の
声
を
開
き
・
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
，
 

  

い
 う
 な
ら
ば
、
宗
教
と
ほ
、
瞬
間
に
お
い
て
神
の
声
を
聞
 く
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
宗
教
に
生
き
る
こ
と
 は
 、
宗
教
的
に
で
 な
 

く
て
も
人
間
と
し
て
生
き
ら
れ
る
の
に
、
あ
る
特
殊
な
 人
間
の
生
き
方
の
一
つ
で
あ
る
の
で
ほ
な
く
て
、
シ
ュ
ラ
 イ
エ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
で
 

は
 、
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
源
的
に
人
間
を
 発
見
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
 と
は
 、
人
間
が
真
に
人
 

間
 と
し
て
生
き
る
た
め
に
は
そ
う
よ
り
外
に
は
生
き
よ
・
 

フ
 の
な
い
根
源
的
生
き
方
が
宗
教
的
に
生
き
る
こ
と
で
あ
 る
 。
し
た
が
っ
て
 、
 

「
生
き
る
」
の
真
実
の
意
義
は
、
宗
教
的
に
生
き
る
よ
り
 外
に
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
宗
教
に
生
き
る
こ
 と
に
つ
い
て
語
る
の
 

ほ
 、
理
性
の
決
断
に
よ
っ
て
語
る
わ
け
で
も
な
く
、
 希
 望
 と
か
恐
怖
に
よ
っ
て
語
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
何
か
 あ
る
最
後
の
目
的
に
し
 

た
が
っ
て
語
る
の
で
も
な
い
し
、
何
か
気
ま
ぐ
れ
な
 偶
 然
 な
根
抵
か
ら
語
る
の
で
も
な
く
て
、
宗
教
的
で
あ
る
の
 ほ
 、
人
間
の
本
性
か
ら
   



  

、 ンュ ライフ． ルて 

で 八 と 

あ 問 被 く   

  
志 で そ の 

向 あ こ 独 
め る で 自 

満 よ 彼 ， 性 
た り が を 
さ も 晃 明 
れ 頁 た 示 

する 高る所 に もの 

に 次 は た 

  
91 (3%= 

ツハ 一の 

は
 、
宗
教
の
理
性
論
的
理
解
又
は
道
徳
論
的
理
解
を
 カ
 ン
ト
哲
学
に
学
ん
だ
け
れ
ど
も
、
彼
は
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
 ら
 示
教
の
本
質
に
つ
い
て
 

（
 
q
,
 

8
 ）
 

の
 理
論
的
規
定
を
学
ぶ
の
で
ほ
な
い
し
、
理
性
論
的
道
徳
 論
を
学
ぶ
の
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
 思
想
界
を
な
が
め
て
、
 

来
る
所
の
内
的
な
不
可
抗
的
必
然
で
あ
る
。
 

の
 召
命
で
も
あ
る
。
 

宇
宙
の
世
界
精
神
、
 或
は
 神
の
召
命
に
し
た
が
う
敬
虔
 の
 感
情
が
宗
教
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
感
情
は
極
め
て
 雄
 大
な
る
宇
宙
と
極
め
 

て
 微
小
な
る
自
然
と
の
両
極
点
の
間
に
 、
 
或
は
神
的
に
 或
 る
 時
は
人
間
的
に
動
揺
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
時
ほ
 宗
教
的
感
情
で
は
極
め
 

て
 自
由
な
る
永
遠
 憧
 慢
の
人
間
が
み
ら
れ
、
宇
宙
の
点
 か
ら
み
る
な
ら
ば
極
め
て
謙
遜
な
る
敬
虔
な
る
人
間
が
み
 二
リ
 
れ
る
の
で
 の
 
よ
 る
 。
古
ホ
 

教
 的
人
間
は
自
由
に
し
て
敬
虔
な
る
人
間
だ
と
私
が
 い
，
 
フ
 の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
 ょ
 れ
ば
・
宗
教
的
人
間
 

 
 

義
は
自
ら
の
内
に
お
い
て
省
み
て
人
間
性
に
反
す
る
 

 
 

  

し
よ
う
と
す
る
請
願
、
 

ヴ
 ン
シ
ュ
宇
宙
へ
の
回
心
に
よ
っ
て
 死
 と
 ほ
ろ
び
か
ら
自
分
自
身
を
救
わ
ん
と
す
る
欲
求
を
も
 っ
 。
そ
の
悔
恨
 と
 請
願
 と
欲
 

 
 

剛
 
求
が
宗
教
的
感
情
の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
を
神
へ
 伺
 っ
て
の
姿
勢
で
い
え
ば
帰
依
と
い
っ
て
よ
く
、
自
我
 そ
 の
も
の
に
伺
っ
て
の
姿
勢
で
 

瑚
 
い
え
ば
努
力
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

こ
の
よ
う
な
宗
教
論
に
ほ
フ
ィ
ヒ
テ
以
後
の
べ
ル
リ
ン
 思
 忍
界
に
流
れ
た
ロ
ー
マ
ン
派
思
想
の
系
譜
を
み
る
こ
と
 が
 出
来
る
と
同
時
 

 
 

け
 
に
、
人
間
性
が
自
己
背
反
的
に
非
人
間
的
な
る
も
の
 １
１
こ
れ
を
悪
と
 よ
た
 で
よ
い
の
で
あ
る
が
１
 1
 を
 内
 に
 蔵
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
 

制
て
 人
間
精
神
の
根
源
か
ら
悔
恨
を
契
機
と
し
、
 死
 と
 亡
び
か
ら
の
救
い
に
お
い
て
生
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
 す
る
根
本
的
人
生
観
に
基
 ぃ
 

教
宗
 て
い
る
点
で
は
、
現
代
思
想
に
お
け
る
実
存
論
的
 な
 人
間
解
釈
に
通
ず
る
点
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
あ
る
 
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 ｜
 

 
 



      
宗教 福 てはま ないも とい 

ら の お に 

な と う つ 
い な と Ⅴ 、 

  り 愛 て 三 
彼 は と 理 
は し い ， @ 生 

そ な お 的 
の い う な 

宗 か と も 

教 と ス の 
論 い は を 
に う父神 し 
お シ ）と り 

い ュ い ぞ 
て う お け 

、 イ 9 て 
完 エ と @ ま 

教 ル 感   

成 マ 情 宗 
立 ッ だ 教 
の ハ け は 

瞬 @  がミ 盲 
間 へ す 目 

の の べ 的 

構 批 て な 
追 刊 で 感 
を 寸 り あ や 青 
道 あ っ の 

そ忠 る て こ 

と と 、 と 

とな 宗教 思 う 宗教 

と が と る 
の 、 い か 

関 そ う も 

係 れ 名 し 

ほ ら は れ 
よ の 単 な 
っ 批 に い 
て 評 煙   

究 は り そ 
明 彼 の う 

す め ょ す 
る 宗 ぅ る 

Ⅰ市 庁 と 宗教 にのであ 教弘 な仝に 

ろ は す は 
。 あ ぎ 幸 

（
 4
.
 

4
 ）
 

ま
た
人
間
に
お
け
る
宗
教
と
道
徳
と
の
関
係
も
ま
た
当
然
 明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

か
か
る
瞬
間
に
お
い
て
、
宗
教
と
道
徳
の
関
係
を
追
究
 す
る
な
ら
ば
更
に
一
層
、
人
間
に
お
け
る
宗
教
の
本
来
的
 意
義
を
明
か
に
し
、
 

い @; ニ 布 : 

う い 在 
宗 う の 
教 曽 根 
と 通 抵 
は の を 

、 立 発 
有 場 見 
限 と せ 
な は ん 
る 人 が 
も 問 た     
只 酌 人 
中 立 間 
に 場 的   
っ あ 在 
て り の 

  

  
て 

  
  
るあ 彼 こ 

。 ）の こ 

物
的
感
性
と
高
き
無
限
へ
の
志
向
性
、
志
願
性
と
が
あ
 る
 。
い
 う
 な
ら
ば
人
間
性
の
中
に
は
悪
所
と
聖
南
と
が
あ
 る
が
、
而
も
こ
の
矛
盾
 

酌
人
間
性
の
源
泉
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
現
実
的
な
も
の
 が
 反
っ
て
永
遠
な
も
の
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
が
彼
の
 い
う
 

宗
教
的
精
神
な
の
で
あ
る
。
彼
が
宗
教
論
に
お
い
て
 目
 的
と
し
て
い
る
こ
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
 ヱ
 示
教
諭
し
の
第
一
論
文
に
 

フ
ソ
 
カ
ル
ペ
ー
 

り
 

お
い
て
根
元
悪
を
指
摘
し
た
の
も
・
人
間
性
の
こ
の
点
 で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
而
も
、
カ
ン
ト
は
宗
教
を
道
徳
 と
根
 本
 的
に
区
別
し
な
か
っ
 

た
と
い
え
る
。
そ
れ
故
に
根
元
悪
の
追
究
も
そ
し
て
ま
 た
 宗
教
の
本
質
究
明
も
徹
底
性
を
欠
い
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
点
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
い
 う
 よ
う
に
 、
人
間
は
人
間
の
普
通
の
立
場
を
超
越
す
る
こ
と
が
 出
 来
、
人
間
の
行
為
と
 

 
 

的
 感
性
を
高
め
て
人
間
の
意
志
及
び
存
在
の
高
 い
 意
志
 に
 登
ら
 

   
 

（
 O
 
4
 ）
 

し
め
る
こ
と
が
宗
教
感
情
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
間
 性

の
内
に
は
 動
 
⑨
 

ご
と
く
。
人
間
の
最
も
内
的
な
中
心
点
か
ら
無
限
の
展
 望
 が
ひ
ら
げ
る
の
で
あ
っ
て
・
た
と
い
一
瞬
間
だ
け
で
も
 人
間
の
中
に
あ
る
動
物
 
2
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（
 
7
.
 

5
 ）
 

徳
は
宗
教
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
小
小
数
 
的
 瞬
間
に
お
い
て
道
徳
と
宗
教
と
ほ
断
絶
し
て
 い
る
。
道
徳
ほ
人
間
が
理
性
的
自
我
と
し
て
生
き
る
 道
 で
あ
り
、
宗
教
は
人
 

間
 が
宇
宙
的
世
界
精
神
に
献
身
し
て
生
き
る
道
で
あ
る
。
 而
も
そ
れ
は
人
間
が
真
に
人
間
と
し
て
生
き
る
道
と
し
 て
 連
続
し
て
い
る
の
で
 

あ
る
が
、
道
徳
的
人
問
と
宗
教
的
人
間
と
は
別
人
で
は
 な
く
て
・
道
徳
的
人
間
は
そ
の
道
徳
的
理
性
に
奉
仕
す
る
 子
供
ら
し
き
仕
業
を
す
 

（
⑪
）
 

る
が
、
宗
教
的
人
間
は
、
奇
蹟
、
啓
示
、
霊
感
、
予
言
、
 

恩
寵
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
あ
る
 特
 殊
 な
人
間
と
し
て
の
 
宗
 

教
 的
人
間
に
の
み
通
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
 は
な
く
も
が
な
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
が
真
に
人
間
 的
に
な
ろ
う
と
す
る
た
 

め
に
ほ
単
な
る
人
間
的
理
性
に
お
い
て
の
み
思
 惟
し
 行
為
 す
る
の
で
ほ
な
く
て
、
人
間
が
そ
こ
に
あ
っ
て
こ
そ
 人
 間
で
あ
ら
し
め
ら
れ
て
 

い
る
所
の
宇
宙
の
世
界
精
神
に
お
い
て
思
惟
 し
 行
為
す
る
 の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
宗
教
的
感
情
か
ら
 い
え
ば
世
界
の
す
べ
て
 

は
 、
そ
れ
が
た
と
い
如
何
な
る
自
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
 も
 、
理
性
の
と
ど
き
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
シ
ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 
｜
 

（
。
 

二
 
Ⅰ
 
，
リ
 

も
、
 私
に
と
っ
て
一
切
が
奇
蹟
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
 あ
る
。
宇
宙
的
直
観
に
よ
る
世
界
精
神
の
我
に
お
け
る
 目
 覚
め
は
啓
示
で
あ
り
、
 

一
個
の
人
間
が
宇
宙
に
通
ず
る
心
は
霊
感
で
あ
る
か
ら
、
 

霊
感
に
お
い
て
人
間
は
真
に
自
由
に
な
る
こ
と
が
出
来
 る
の
で
あ
る
。
か
か
る
 

自
由
な
る
宗
教
的
感
情
は
、
世
界
に
お
け
る
出
来
ご
と
 の
ど
ん
な
一
端
か
ら
で
も
、
世
界
に
お
け
る
他
の
出
来
ご
 と
を
知
る
こ
と
が
出
来
 

る
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
的
人
間
は
予
舌
口
を
聞
く
こ
と
が
 

出
来
る
。
か
か
る
宗
教
的
感
情
に
お
い
て
は
、
自
己
を
 は
じ
め
す
べ
て
の
も
の
 

は
、
 全
く
自
ら
で
あ
る
よ
り
も
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
 の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
は
恐
竜
で
あ
る
と
 い
 わ
ね
ば
な
 
も
 は
 い
 の
で
あ
る
。
 即
 

ち
 、
宗
教
的
感
情
の
瞬
間
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
人
間
 は
 自
ら
 う
 ち
 た
 お
れ
、
そ
の
「
道
徳
的
」
を
う
ち
す
 て
破
 り
 、
「
宗
教
的
」
人
間
 

0
 目
、
覚
め
と
な
る
。
 

宗
教
的
瞬
間
に
お
い
て
・
宗
教
は
道
徳
を
し
り
 そ
け
る
 と
 同
時
に
直
ち
に
道
徳
は
宗
教
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
 宗
 教
と
 道
徳
の
接
ム
国
 貞
 

で
あ
る
と
同
時
に
分
離
点
で
あ
る
よ
う
な
宗
教
的
瞬
間
に
 お
い
て
、
道
徳
的
人
間
か
ら
宗
教
的
人
間
へ
の
転
生
が
 行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
 口
が
、
シ
ュ
ミ
ノ
 

@
 

イ
エ
 ル
マ
ッ
ハ
 1
.
 
の
占
 ホ
数
哲
学
は
個
体
主
義
的
傾
向
と
普
遍
主
義
的
傾
向
と
の
 綜
合
で
あ
る
、
と
い
う
 

く 4.. 且 5 94 
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生
死
的
人
間
が
自
己
を
信
ず
る
こ
と
に
 塞
 い
て
道
徳
は
 成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
道
徳
は
根
本
的
な
る
 矛
 肩
 を
は
ら
ん
で
い
 

る
 。
生
死
的
人
間
の
根
本
的
意
図
は
死
の
回
避
と
自
愛
 に
塞
 く
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
道
徳
的
人
間
が
、
宇
宙
の
 世
界
精
神
の
意
図
に
身
 

を
ま
か
せ
る
宗
教
者
と
な
る
瞬
間
こ
そ
、
新
し
い
人
間
 誕
生
の
時
で
あ
り
、
道
徳
的
に
自
己
を
信
ず
る
も
の
が
、
 宇
宙
精
神
に
お
い
て
 献
 

身
 す
る
宗
教
者
と
な
る
瞬
間
で
あ
る
。
 

か
か
る
瞬
間
的
自
己
開
眼
は
、
人
間
の
自
己
克
服
の
瞬
 間
で
あ
り
、
人
間
的
な
も
の
が
神
聖
な
も
の
と
な
る
瞬
間
 な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
   

（
。
 

り
 
，
ハ
 

@
 
）
 

て
 
、
宗
教
か
ら
行
為
す
ぶ
 、
 き
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
   

の
も
そ
の
点
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

道
徳
 は
 所
詮
超
越
者
を
で
 は
 な
く
、
理
知
的
実
際
的
人
 間
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
即
ち
現
実
と
自
己
自
身
を
し
か
 信
じ
な
い
の
で
あ
 

 
 

る
 。
実
は
そ
の
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
根
本
的
な
大
き
な
 禍
 と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
は
現
実
性
 界
 に
お
け
る
処
世
的
 智
 

慧
を
有
す
る
が
・
そ
の
智
は
人
間
の
自
我
と
自
我
性
に
 甚
 く
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
が
信
ず
る
の
は
実
利
 生
 義
と
 ス
コ
ラ
哲
学
風
 

な
 言
葉
学
問
で
あ
っ
て
・
永
遠
な
る
宇
宙
へ
の
信
頼
を
 亡
 心
卸
 し
て
い
る
。
こ
れ
が
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
自
我
性
 と
 自
愛
性
と
は
決
し
て
 

人
間
の
生
の
根
本
的
感
情
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
。
 人
 間
の
現
実
的
生
命
は
 、
 生
を
始
点
と
し
死
を
終
点
と
す
 る
 極
め
て
明
白
な
矛
盾
 

的
 有
限
性
を
根
本
的
運
命
と
し
て
背
負
っ
て
い
る
。
 そ
 の
 有
限
性
は
無
限
者
に
と
り
か
こ
ま
れ
、
生
死
的
有
限
 
性
 を
超
え
て
永
遠
を
望
 

（
目
し
 

ま
ん
と
す
る
。
こ
の
生
死
的
人
間
は
そ
の
運
命
の
生
死
 を
き
び
し
い
 罰
 と
し
て
背
負
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
 ど
も
生
の
み
に
執
し
 死
 

の
み
さ
け
る
ご
と
き
当
時
流
行
の
長
命
 術
 で
そ
の
運
命
が
 克
服
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
死
ぬ
の
で
あ
り
な
が
ら
 、
永
遠
な
る
宇
宙
そ
の
 

も
の
へ
 伺
 っ
て
自
ら
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
 生
 死
 酌
人
間
は
永
遠
な
る
精
神
に
お
い
て
生
き
る
の
で
あ
 る
 。
 

い
う
な
ら
 ぼ
 、
有
限
な
る
も
の
の
 真
 只
中
に
あ
っ
て
無
限
 な
る
も
の
と
一
つ
に
な
る
こ
と
を
人
間
が
直
観
し
た
 瞬
 間
が
 、
シ
ュ
ラ
イ
 エ
 

ル
マ
ッ
ハ
ー
の
い
う
所
の
古
木
 
教
的
 瞬
間
な
の
で
あ
る
。
 し
た
が
っ
て
 、
 生
き
る
こ
と
と
共
に
宗
教
は
あ
る
の
で
あ
 っ
て
 、
 生
き
る
こ
と
の
 

外
に
あ
る
宗
教
の
指
示
に
よ
っ
て
生
が
導
か
れ
る
の
で
 は
な
い
か
ら
・
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
・
宗
教
と
共
 に
 行
為
す
べ
き
で
あ
っ
 



（
 
4
4
 

人
 
U
 
）
 

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
宗
教
的
人
間
は
自
己
か
ら
 出
 発
し
、
自
己
を
征
服
し
、
真
の
不
死
と
永
遠
に
到
る
途
上
 に
あ
る
、
と
い
っ
て
 い
 

@
,
 

6
 
。
）
 

る
 。
 或
は
 無
限
者
と
有
限
者
と
の
婚
姻
の
瞬
間
で
あ
る
と
 も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
婚
姻
は
直
観
に
よ
っ
て
 と
 り
 結
ば
れ
る
の
で
あ
る
 

 
 

が
 、
こ
の
直
観
の
両
面
が
堕
落
と
救
済
、
敵
対
と
和
解
 で
あ
る
と
い
う
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
指
摘
は
注
目
 す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
 

の
 自
愛
的
且
つ
傲
慢
な
る
理
性
的
性
格
は
宇
宙
か
ら
の
 堕
 落
 と
人
間
相
互
の
敵
対
と
い
う
二
重
の
過
誤
へ
の
危
機
 を
 常
に
は
ら
ん
で
い
る
 

が
 、
そ
の
危
機
的
瞬
間
に
お
い
て
・
世
界
精
神
に
よ
る
 宇
宙
へ
の
自
由
と
永
遠
へ
の
救
済
と
人
間
相
互
の
和
解
と
 い
う
二
重
の
感
情
に
み
 

た
さ
れ
る
の
が
宗
教
的
瞬
間
で
あ
る
。
所
詮
、
宗
教
を
 軽
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
宇
宙
に
お
い
て
文
目
 ら
に
 拘
 っ
て
二
重
の
誤
 

ち
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
誤
ち
は
 人
間
存
在
が
そ
の
根
源
に
お
い
て
生
死
を
負
い
目
と
し
 て
 自
家
撞
着
し
、
自
愛
 

に
お
い
て
根
元
的
な
悪
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
 で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
と
は
ま
さ
 に
こ
の
よ
う
に
人
間
 存
 

在
の
根
源
に
光
を
あ
て
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
 エ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
論
が
い
う
瞬
間
と
ほ
、
か
か
る
人
間
 存
在
の
根
源
に
光
り
が
 

あ
て
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。
光
り
と
は
宇
宙
と
し
て
ほ
 た
ら
く
世
界
精
神
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
世
界
精
神
に
あ
 ず
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

の
み
、
本
来
の
人
間
と
し
て
回
れ
を
な
し
と
げ
て
行
く
の
 で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
瞬
間
と
は
宗
教
的
瞬
間
で
 あ
り
、
人
間
存
在
の
実
 

存
論
的
 構
造
は
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
 と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
 ッ
ハ
 ー
の
 

Ⅰ
イ
ツ
・
 

ド
 

ロ
 

｜
 マ
ン
的
精
神
は
 
、
 内
へ
の
反
省
と
批
判
よ
り
も
、
永
生
 
込
と
 宇
宙
へ
の
 
憧
惧
 に
み
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

即
ち
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 ｜
 宗
教
論
に
お
け
る
「
 瞬
間
」
は
、
人
間
が
自
己
存
在
の
深
 渕
 に
直
面
し
て
 
全
存
 在
を
賭
け
た
飛
躍
の
 

時
 で
あ
る
。
そ
こ
で
は
単
な
る
人
間
的
道
徳
 は
 意
味
を
 夫
 な
い
宇
宙
的
道
徳
即
ち
宗
教
が
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
 い
 う
 な
ら
ば
、
宗
教
が
 

道
徳
を
拒
否
し
な
が
ら
、
然
し
本
源
的
に
は
宗
教
と
 道
 徳
と
 結
び
合
 う
時
 、
そ
れ
が
宗
教
的
瞬
間
で
あ
る
。
そ
れ
 は
 、
生
命
あ
る
あ
ら
ゆ
 

 
 

別
 な
体
系
で
あ
っ
て
、
宗
教
は
道
徳
か
ら
独
走
し
て
い
 る
べ
き
こ
と
を
幾
度
も
 

繰
り
返
し
て
と
い
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
 論
は
 、
人
間
が
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
が
実
は
そ
の
ま
ま
 真
 の
道
徳
を
も
意
味
づ
け
 

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
彼
の
宗
教
論
 は
 道
徳
論
 で
あ
る
と
も
い
え
る
。
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本
書
は
、
律
蔵
を
王
な
る
研
究
資
料
と
し
て
、
原
始
仏
教
の
 サ
  
 

組
織
を
解
明
し
た
労
作
で
あ
る
。
古
来
、
仏
教
で
は
「
経
律
論
 の
 一
二
苦
 

牒
 」
 

と
い
う
が
、
そ
の
中
で
は
、
律
蔵
の
研
究
が
最
も
お
く
れ
て
い
 た
 。
戒
律
 

の
 研
究
と
い
う
と
、
い
か
に
も
小
乗
仏
教
の
代
表
の
ご
と
く
 考
  
 

て
 、
と
か
く
こ
の
方
面
の
研
究
は
進
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
律
蔵
に
は
、
戒
律
の
研
究
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
 同
 時
に
 サ
 

ン
ガ
 の
 組
 ・
織
を
明
ら
か
に
し
 ぅ
る
 面
が
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
 教
団
理
想
 

を
知
る
う
え
に
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
仏
教
 は
 個
人
   

重
要
視
す
る
が
、
同
時
に
、
同
行
司
 信
 が
集
っ
て
社
会
を
つ
く
  
 

と
い
う
点
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
仏
陀
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
 っ
 た
と
 見
 

ら
れ
る
。
二
の
点
に
関
す
る
仏
陀
の
教
 説
 が
集
め
ら
れ
て
、
 
律
 蔵
が
 成
立
 

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
は
、
律
蔵
の
研
究
が
進
ま
  
 

い
て
い
た
教
団
理
想
は
、
充
分
に
は
 明
  
 

れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
教
団
が
「
 私
 ム
ロ
 
僧
 一
で
あ
る
 こ
と
は
、
 

昔
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
サ
ン
ガ
 が
 、
平
和
 

を
 理
想
と
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
は
、
知
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
  
 

し
か
し
平
和
と
い
う
用
語
は
多
義
的
で
あ
っ
て
、
論
争
の
た
ね
 に
す
ら
な
 

る
 。
し
た
が
っ
て
仏
陀
の
意
図
し
た
平
和
が
、
如
何
な
る
性
格
  
 

佐
藤
留
雄
 著
 
「
原
始
仏
教
教
団
の
研
究
 ヒ
 

土
ヲ
 

早
ノ
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幸
三
Ⅰ
 

あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
手
続
を
へ
て
実
現
さ
れ
る
 か
と
い
う
 

よ
う
な
問
題
は
、
仏
教
と
し
て
は
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
  
 

そ
し
て
ま
た
、
サ
ン
ガ
は
平
和
を
目
的
と
し
て
い
る
に
し
て
も
 、
実
際
 

に
は
サ
 ン
 ガ
 の
中
に
意
見
の
対
立
や
謂
い
の
起
っ
た
こ
と
も
あ
 る
の
で
あ
 

る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
 謡
 い
を
し
 ず
め
、
ま
 

た
ど
の
よ
う
に
譲
り
合
っ
て
、
和
合
を
維
持
し
た
か
と
い
う
よ
 ヮ
な
 問
題
 

は
 、
今
ま
で
は
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
 っ
 た
と
 云
 

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
本
書
は
丁
度
こ
の
問
題
 を
 正
面
か
 

ら
 取
り
上
げ
た
労
作
で
あ
り
、
原
始
仏
教
の
サ
ン
ガ
の
組
織
に
 関
し
て
、
 

在
来
の
研
究
の
不
備
を
お
 ぎ
 な
っ
て
、
こ
の
方
面
の
研
究
を
大
 き
く
前
進
 

せ
し
め
た
す
ぐ
れ
た
成
果
で
あ
る
。
 

サ
ン
ガ
の
組
織
の
研
究
と
し
て
は
、
古
く
一
九
二
四
年
 に
 出
版
 き
れ
た
 

の
ヒ
オ
 
二
ヨ
キ
ロ
 口
 （
（
・
 
目
 ぢ
寺
㏄
 巨
 目
ま
耳
目
 0
 コ
お
 王
の
日
が
小
冊
 
子
で
は
あ
 

る
が
、
律
の
理
解
 か
 深
く
、
良
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
外
国
 に
も
同
種
 

の
 研
究
書
が
若
干
発
表
き
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ダ
ッ
ト
の
研
究
   

程
 の
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
何
分
外
国
の
学
者
 は
、
 多
く
は
 
漢
 訳
が
 読
め
 

な
い
た
め
に
、
パ
ー
リ
律
蔵
の
み
に
よ
っ
て
研
究
す
る
か
ら
、
 研
究
の
不
 

利
は
免
れ
な
い
。
そ
の
点
日
本
の
学
者
は
有
利
な
地
位
に
あ
る
 。
単
に
 漢
 

巴
 蔵
の
多
種
類
の
律
蔵
が
利
用
で
き
る
の
み
で
な
く
、
 薩
婆
多
 輪
ゃ
 律
摂
 

尊
め
 イ
ン
ド
成
立
の
律
の
註
釈
を
利
用
し
 フ
る
 。
さ
ら
に
四
分
 偉
行
事
 紗
 

を
 主
軸
と
す
る
シ
ナ
人
の
研
究
書
、
あ
る
い
は
異
色
の
あ
る
 南
 海
宇
局
内
 

法
 伝
の
如
き
が
利
用
で
き
る
。
と
く
に
行
事
妙
は
難
解
で
は
あ
 る
が
、
 理
 

解
し
得
た
ら
、
律
の
研
究
に
役
立
つ
点
は
は
か
り
し
れ
な
い
。
 し
か
し
 律
 

蔵
の
内
容
が
理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
現
代
的
に
分
り
 易
く
表
現
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本
書
は
九
百
 真
 に
わ
た
る
大
冊
で
あ
り
、
内
容
は
十
 章
 に
分
か
 ね
 、
 さ
 

託
 
ち
に
「
附
録
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
内
容
を
簡
単
に
紹
 介
す
る
と
、
 ま
 

ず
 第
一
章
は
「
序
説
」
で
あ
り
、
研
究
資
料
と
し
て
の
律
蔵
の
 、
文
献
学
 

的
 研
究
で
あ
る
。
主
な
る
資
料
で
あ
る
パ
ー
リ
 律
と
 漢
訳
の
四
 分
 、
十
 話
 、
 

書
 

五
分
、
僧
祇
と
を
比
較
し
て
、
共
通
的
な
古
層
の
解
明
を
 な
し
て
い
る
。
 

す
る
こ
と
は
、
容
易
で
な
い
。
律
蔵
は
律
特
有
の
術
語
で
埋
 っ
 て
い
る
た
 

め
に
、
そ
れ
等
の
術
語
に
は
一
つ
一
つ
に
説
明
が
必
要
で
あ
る
   

術
語
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
た
め
に
、
一
つ
の
術
語
の
説
明
 に
は
、
 他
 

の
 術
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
 つ
 い
 う
 事
情
が
あ
る
た
め
に
、
教
団
組
織
の
解
明
は
容
易
で
  
 

数
年
前
に
公
刊
せ
ら
れ
た
西
本
竜
山
師
の
「
四
分
律
比
丘
 戒
本
 講
讃
 ヒ
は
 

律
蔵
の
研
究
と
し
て
は
、
近
年
桶
に
見
る
名
著
で
あ
る
と
思
 う
  
 

し
 説
明
が
簡
略
で
あ
る
上
に
 、
 専
ら
行
事
妙
の
組
織
に
よ
，
 て
 、
説
明
を
 

進
め
て
い
る
た
め
に
、
初
学
者
に
は
極
め
て
難
解
な
書
物
の
よ
 ヮ
 で
あ
る
。
 

そ
れ
に
比
較
す
れ
ば
、
今
回
出
版
さ
れ
た
佐
藤
留
雄
博
士
の
著
 重
目
 
は
、
は
 

る
か
に
叙
述
が
平
易
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
著
者
の
苦
心
の
  
 

の
ば
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
全
体
と
し
て
は
、
理
解
が
容
易
で
あ
る
 と
は
云
え
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
専
門
書
と
し
て
ほ
避
け
ら
れ
な
い
こ
 
と
で
あ
 

り
 、
ま
た
そ
れ
 丈
 、
律
蔵
の
研
究
が
未
開
拓
で
あ
る
こ
と
を
 示
 す
も
の
で
 

あ
ろ
 
っ
 。
本
書
は
、
こ
の
未
開
拓
の
分
野
を
切
り
開
い
て
、
 原
 始
 サ
ン
ガ
 

0
 組
織
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
 

著
 肴
の
三
十
余
年
に
わ
た
 る
 律
蔵
 研
 

究
の
成
果
に
ふ
き
わ
し
い
、
充
実
し
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
 難
解
な
 律
 

蔵
を
研
究
し
て
、
こ
の
大
著
を
完
成
し
た
著
者
の
功
績
は
大
き
  
 

こ
れ
を
、
「
 径
 分
別
」
と
「
緯
度
 部
 」
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
分
 つ
 て
 考
察
 

し
 、
古
層
の
資
料
を
決
定
し
て
い
る
が
、
と
く
に
 健
度
 部
に
つ
 
い
て
は
、
 

僧
祇
 律
 の
緯
度
部
の
考
察
が
詳
し
い
。
つ
ぎ
に
律
蔵
の
成
立
 史
 を
 考
察
し
 

て
 、
仏
滅
年
代
論
や
結
集
伝
説
な
ど
を
批
判
し
、
仏
滅
年
代
論
 で
は
仏
滅
 

を
紀
元
前
四
八
 0
 年
頃
と
す
る
説
を
 よ
 し
と
し
、
 
部
派
 分
裂
に
 

つ
い
て
 

は
 、
第
二
結
集
は
部
派
分
裂
を
起
き
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
 。
そ
し
て
 

「
原
形
波
羅
提
木
叉
は
、
仏
滅
直
後
に
行
わ
れ
 
仁
 第
一
結
集
の
と
 き
ま
で
 

に
 、
ほ
ぼ
成
立
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
結
論
に
 達
し
て
い
 

る
 。
緯
度
部
に
つ
い
て
も
、
受
戒
緯
度
を
何
と
し
て
考
察
し
、
 波
羅
 挺
水
 

又
と
ほ
ぼ
同
じ
見
解
を
示
し
て
い
る
。
 

波
羅
提
木
叉
や
健
 度
 部
に
示
さ
れ
る
教
団
法
の
起
源
が
、
仏
陀
 自
ら
制
 

定
 し
た
諸
規
則
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
一
般
に
承
認
 せ
ら
れ
て
 

い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
等
が
条
文
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
の
は
い
 つ
 頃
で
あ
 

っ
 た
か
と
い
う
点
は
、
学
問
的
に
論
証
が
わ
っ
か
し
い
。
そ
の
 た
め
に
 異
 

論
の
出
る
所
で
あ
る
が
、
本
書
の
著
者
は
律
蔵
に
語
ら
れ
て
い
 る
 物
語
り
 

の
 大
部
分
を
歴
史
的
事
実
と
見
る
立
場
の
如
く
で
あ
り
、
律
の
 条
文
化
を
 

仏
 在
世
の
時
代
と
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
本
書
に
は
、
そ
の
 論
拠
は
必
 

み
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
 う
が
 、
し
か
し
こ
れ
と
 同
 じ
 考
え
を
 

い
 だ
く
学
者
は
少
く
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
言
き
れ
た
 こ
と
に
つ
 

い
て
は
、
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

第
二
章
は
「
出
家
と
比
丘
」
と
題
し
、
当
時
の
出
家
沙
門
と
仏
 教
 の
 比
 

丘
 と
の
戒
律
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
仏
陀
時
代
の
出
家
者
 は
 沙
門
と
 

呼
ば
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
等
の
沙
門
団
の
戒
律
を
考
え
て
、
 こ
 れ
を
「
 長
 

部
 の
 戒
緬
 に
あ
る
 戒
学
処
 」
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
 こ
の
成
語
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の
 内
容
を
な
し
て
い
る
多
く
の
戒
が
、
仏
教
以
前
に
す
 

の
間
で
確
立
し
て
い
た
と
見
て
い
る
。
宇
井
博
士
に
も
 

あ
る
が
、
し
か
し
か
く
見
る
と
、
こ
の
 戒
紐
と
 同
じ
も
 

閉
果
 経
 で
は
、
仏
教
比
丘
の
守
る
べ
き
「
聖
威
 蕊
 」
と
 

が
 問
題
に
な
ろ
 う
 。
著
者
も
こ
の
点
に
つ
い
て
閲
読
 し
 

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
い
解
説
が
ほ
 

か
く
著
者
は
こ
の
立
場
に
立
っ
て
、
「
 戒
 」
は
当
時
の
 

則
 で
あ
る
と
見
、
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
比
丘
の
独
白
の
 

あ
る
と
見
、
前
者
を
出
家
 戒
と
 名
づ
け
、
後
者
を
比
丘
 

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
 戒
と
律
 と
の
関
係
を
考
察
し
 

戒
の
大
部
分
を
 、
 律
の
中
に
取
り
こ
ん
だ
が
、
若
干
の
 

は
 、
実
状
に
ふ
 
ロ
 す
る
よ
う
に
守
り
方
を
緩
和
し
た
。
 こ
 

法
 」
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
 舶
理
 し
て
い
る
。
陣
法
 に
 

ふ
く
ま
れ
る
も
の
、
経
分
別
に
ふ
く
ま
れ
る
も
の
、
 健
 

る
も
の
な
ど
、
種
々
あ
る
が
、
著
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
 

方
を
考
察
し
、
出
家
 成
 の
陣
法
的
変
容
を
跡
づ
け
て
 ぃ
 

よ
 う
 に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
沙
門
の
間
で
守
ら
れ
て
い
 

が
 、
仏
教
の
サ
ン
ガ
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
，
緩
和
さ
れ
 

に
な
っ
た
と
見
る
わ
け
で
あ
り
、
律
法
に
関
す
る
新
し
 

た
も
の
で
あ
る
。
 

以
上
で
当
時
の
出
家
社
会
に
お
け
る
仏
教
サ
ン
ガ
の
 

っ
 た
の
で
、
第
三
章
は
「
比
丘
の
入
団
と
休
止
」
と
 題
 

へ
の
入
団
規
則
や
、
入
団
作
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
 

ン
ガ
 へ
の
入
団
作
法
 -
 
具
足
戒
、
遊
具
 -
 の
種
類
に
つ
 位

置
づ
け
を
お
わ
 

し
、
仏
教
サ
ン
ガ
 

。
ま
ず
最
初
に
 サ
 

い
て
考
察
し
、
 
律
 

で
に
当
時
の
沙
門
 

そ
れ
に
似
た
説
が
 

の
が
、
つ
ぎ
の
 
沙
 

な
っ
て
い
る
こ
と
 

て
い
る
が
、
こ
の
 

し
か
っ
た
。
と
も
 

出
家
者
一
般
の
規
 

規
則
が
「
 律
 」
で
 

戒
と
 呼
ん
で
区
別
 

て
、
仏
陀
は
出
家
 

規
則
に
つ
い
て
 

の
緩
和
が
「
浄
 

は
波
羅
提
木
叉
に
 

度
 部
に
ふ
く
ま
れ
 

い
て
陣
法
の
在
り
 

る
。
陣
法
を
こ
の
 

た
き
び
し
い
規
則
 

て
 守
ら
れ
る
よ
 う
 

い
 解
釈
を
提
示
し
 

蔵
で
 説
く
具
足
戒
と
、
い
わ
ゆ
る
成
体
発
得
の
意
味
の
「
受
戒
 」
と
片
は
立
憲
一
 

   
 

味
 が
異
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
一
般
の
具
足
戒
の
 作
法
で
あ
㎎
 

る
 目
凹
 翔
磨
受
 具
に
つ
い
て
詳
説
す
る
。
ま
ず
 受
 具
の
行
わ
れ
 る
 場
所
と
⑨
 

 
 

し
て
の
「
戒
壇
」
に
つ
い
て
明
か
し
、
戒
壇
制
定
の
因
縁
、
 戒
 壇
 
の
 結
 

界
 、
解
 界
 の
 鵜
磨
 作
法
な
ど
を
考
察
し
て
い
る
。
つ
い
で
壇
上
 に
お
け
る
 

要
具
の
作
法
を
述
べ
る
。
要
具
足
に
お
い
て
は
、
ま
ず
和
尚
（
 指
導
者
）
 

を
 依
嘱
す
る
。
和
尚
を
持
た
な
い
者
は
具
足
戒
を
受
け
ら
れ
な
 い
 。
故
に
 

本
書
で
は
ま
ず
「
和
尚
の
請
 乞
 」
を
明
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
 サ
 ン
ガ
 に
 入
 

団
を
希
望
し
て
も
、
障
害
 
一
遮
難
 ）
の
あ
る
者
は
入
団
を
許
可
  
 

こ
の
 遮
 難
の
有
無
を
調
査
す
る
の
が
教
授
師
で
あ
る
。
故
に
著
 者
は
、
 
つ
 

ぎ
に
「
教
授
師
の
教
 誠
 」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
 

遮
難
と
 は
 、
父
母
 

の
 許
可
を
得
て
い
な
い
と
か
、
衣
鉢
を
持
た
な
い
と
か
、
伝
染
 病
 が
有
る
 

と
か
等
の
二
十
余
り
の
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
も
 諸
律
 に
お
い
て
 若
干
の
出
 

入
 が
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
等
に
つ
い
て
も
、
詳
し
く
検
討
し
て
  
 

つ
い
で
教
授
師
が
結
果
を
報
告
し
て
、
い
よ
い
よ
十
人
僧
伽
に
 
 
 

て
 、
百
四
海
 磨
 に
よ
る
具
足
戒
の
儀
式
が
な
さ
れ
る
。
故
に
著
 者
は
つ
ぎ
 

に
 
「
目
凹
要
具
 掲
磨
 」
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
そ
の
作
法
を
   

し
て
い
る
。
 
受
 具
足
に
は
、
昔
か
ら
三
師
 セ
証
と
 
云
わ
れ
る
が
 
、
僧
祇
 律
 

の
み
は
和
尚
、
教
授
師
、
 

翔
 庭
師
、
戒
師
の
四
師
を
説
い
て
い
 る
 。
 僧
砥
 

律
 の
み
が
 四
 師
を
説
く
こ
と
を
、
著
者
は
詳
し
く
論
証
し
て
い
 る
 。
こ
れ
 

は
 著
者
独
自
の
新
発
揮
で
あ
る
。
口
四
瓶
磨
の
作
法
が
終
る
と
 、
 四
 依
 る
 

説
き
、
四
不
応
作
を
説
い
て
き
か
せ
る
。
 

四
依
 と
は
比
丘
 達
の
 四
つ
の
 生
 

活
の
基
本
的
な
依
り
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
衣
は
糞
掃
衣
、
 食
 は
 乞
食
、
 

住
は
樹
下
 住
 、
医
薬
は
陳
 棄
薬
 で
あ
り
、
こ
れ
が
、
比
丘
 達
の
 生
活
の
基
 



書
 

 
  

 

  

評 

  

    

  

踵 

本
 で
あ
る
。
し
か
し
余
得
も
許
き
れ
る
。
 四
 不
応
作
は
四
 波
羅
 夷
と
 同
じ
 

も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
四
不
応
作
と
し
て
説
く
点
に
 、
具
足
戒
 

の
 儀
式
の
成
立
が
、
回
波
羅
夷
法
の
成
立
よ
り
古
い
こ
と
が
 示
  
 

る
と
、
著
者
は
見
て
い
る
。
こ
れ
は
、
著
者
が
律
蔵
の
骨
子
が
 仏
陀
在
世
 

時
代
に
成
立
し
た
と
見
て
い
る
た
め
に
、
 受
 具
足
の
作
法
は
仏
 陀
の
伝
道
 

開
始
の
早
い
時
代
に
確
立
し
た
が
、
回
波
羅
夷
 法
 が
全
部
揃
っ
  
 

そ
れ
よ
り
後
で
あ
る
と
見
る
た
め
で
あ
ろ
 っ
 。
つ
い
で
著
者
は
 、
比
丘
 と
 

な
る
前
段
階
と
し
て
の
沙
弥
や
沙
弥
尼
、
式
叉
摩
那
等
の
受
 具
 資
格
に
つ
 

い
て
考
察
し
て
い
る
。
今
ま
で
に
、
こ
れ
だ
け
詳
し
く
具
足
戒
 の
 作
法
 -
 
乞
 

明
し
た
研
究
は
な
い
。
 

つ
い
で
著
者
は
新
し
く
 受
 具
を
受
け
た
人
が
、
サ
ン
ガ
に
入
団
 し
て
か
 

ら
の
修
行
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
新
比
丘
を
教
育
指
導
す
る
 責
 仕
者
は
、
 

さ
き
に
決
定
し
て
い
る
和
尚
で
あ
る
。
こ
の
和
尚
が
弟
子
を
教
 育
 す
る
 仕
 

方
が
「
和
尚
 法
 」
で
あ
り
、
弟
子
が
和
尚
に
仕
え
る
仕
方
が
「
 弟
子
法
」
 

で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
和
尚
法
や
弟
子
法
が
制
定
さ
れ
る
に
 至
 っ
た
 因
縁
 

か
ら
考
察
し
、
つ
い
で
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 つ
 ぎ
に
、
 和
 

尚
 不
在
の
時
 や
 、
弟
子
が
和
尚
の
膝
下
を
離
れ
て
他
国
に
遊
行
 し
た
場
合
 

な
ど
に
、
和
尚
に
 伐
 っ
て
指
導
し
て
貰
 う
 師
を
「
 依
 上
の
阿
 闇
 梨
 」
と
い
 

，
 。
こ
の
依
正
師
の
依
嘱
の
仕
方
や
、
指
導
の
仕
方
な
ど
を
 明
  
 

る
 。
つ
い
で
四
種
 阿
闇
 梨
や
五
種
 阿
闇
梨
 等
に
つ
い
て
考
察
し
 て
い
る
。
 

こ
れ
等
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ガ
の
教
育
制
度
が
明
ら
か
に
き
れ
た
 
の
で
あ
 

る
 。
以
上
で
第
三
章
を
終
る
が
、
具
足
戒
の
作
法
は
、
サ
ン
ガ
 と
し
て
は
 

重
要
な
・
問
題
で
あ
る
の
で
、
著
者
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
 
 
 

を
き
わ
め
て
い
る
。
し
か
も
問
題
 ビ
 と
に
、
パ
ー
リ
 律
 以
下
 諸
 律
の
説
明
 

を
 比
較
し
て
、
異
同
を
指
摘
し
つ
つ
、
共
通
点
を
探
っ
て
 、
古
 い
 形
を
追
 

永
 し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
叙
述
は
詳
細
情
致
で
あ
る
が
、
 し
 か
し
そ
の
 

た
め
に
初
学
者
に
は
、
難
解
な
点
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

入
団
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
、
つ
ぎ
に
第
四
章
は
「
僧
伽
の
組
 織
 」
 を
 

論
じ
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
仏
教
僧
伽
の
特
色
が
無
教
主
制
に
 あ
る
こ
と
 

を
 指
摘
し
、
ム
コ
 議
 制
が
僧
伽
・
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
こ
と
を
 

一
 
下
 し
て
い
 

る
 。
つ
ぎ
に
著
者
は
、
具
体
的
な
サ
ン
ガ
で
あ
る
現
前
僧
伽
の
 組
織
に
っ
 

い
 て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
現
前
僧
伽
成
立
の
人
数
に
つ
い
て
 検
 試
 し
、
 つ
 

ぎ
に
僧
伽
に
お
け
る
議
事
決
定
の
方
法
で
あ
る
日
、
白
 二
 、
白
 四
の
三
種
 

の
 梅
暦
作
法
を
明
ら
か
に
し
・
つ
ぎ
に
僧
伽
は
合
議
制
で
あ
る
 た
め
に
、
 

僧
伽
の
分
裂
 
-
 波
 僧
 ）
は
あ
る
が
、
し
か
し
破
門
は
成
立
し
な
 い
こ
と
な
 

ど
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
サ
ン
ガ
の
特
徴
を
よ
く
示
す
 も
の
で
あ
 

る
が
、
し
か
し
波
羅
夷
布
 共
 住
も
一
種
の
破
門
で
は
な
い
か
と
 思
う
。
 
つ
 

ぎ
に
僧
伽
に
は
、
僧
伽
を
運
営
す
る
に
め
に
知
事
比
丘
が
選
任
 き
れ
て
い
 

る
 。
次
に
こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
禅
宗
の
叢
林
な
ど
で
 は
 
「
 上
 
ハ
 %
 伴
 

事
 」
が
云
わ
れ
る
が
、
原
始
僧
伽
で
は
も
っ
と
多
く
の
知
事
が
 設
け
ら
れ
 

て
い
た
。
著
者
は
諸
律
を
精
査
し
て
 十
セ
 種
の
知
事
比
丘
（
 但
 し
そ
の
 う
 

ち
 一
種
は
俗
人
）
を
示
し
、
一
々
 

ほ
 つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
 

但
し
著
者
 

は
 知
事
を
「
執
事
大
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
 う
 で
あ
る
が
（
司
書
 、
三
一
 0
 

頁
 Ⅰ
こ
れ
は
知
事
比
丘
 ど
 な
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

執
 喜
人
（
 せ
 ・
 

笘
舌
蔑
 c
n
 
餌
 ㌣
 り
 ）
 
ほ
 、
 捨
 陣
法
 の
 
「
強
取
衣
料
 戒
 」
に
出
て
  
 

 
  
 

で
あ
り
、
俗
人
で
あ
る
。
 

 
 

つ
い
で
 芋
 丑
は
僧
伽
の
財
産
に
つ
い
て
論
じ
、
僧
伽
の
財
産
が
 共
有
で
（
 

 
 

1
0
 

あ
る
こ
と
を
、
各
種
の
資
料
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。
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第
五
章
は
「
僧
伽
の
誼
事
と
 滅
誼
 」
で
あ
り
、
僧
伽
の
裁
判
紙
 織
 を
論
 

じ
て
い
る
。
僧
伽
は
和
ム
 
口
 を
理
想
と
す
る
が
、
し
か
し
 譚
 い
が
 全
く
起
ら
 

な
い
と
は
云
え
な
い
。
律
で
は
 詩
 い
を
「
四
種
 
諜
事
 」
と
い
っ
 
て
 、
四
種
 

類
 に
分
類
す
る
。
そ
し
て
 譚
 い
を
滅
す
る
方
法
を
「
 亡
 滅
詩
法
 」
と
い
っ
 

て
、
セ
 種
類
に
分
け
る
。
本
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
四
種
詩
草
 と
セ
滅
譚
 

法
 と
に
関
し
て
、
詳
し
い
研
究
が
な
き
れ
、
そ
の
原
意
が
解
明
 
さ
れ
て
 

い
る
。
四
種
 
詩
事
 の
う
ち
詩
論
 俘
事
 、
教
 誠
 諸
事
、
犯
罪
諸
事
 の
 三
種
に
 

つ
い
て
は
、
 
諸
 律
の
説
明
に
共
通
点
が
あ
る
が
、
し
か
し
第
四
 の
事
 %
 高
 

ほ
 つ
い
て
は
、
詩
律
の
説
に
一
致
が
な
い
。
著
者
は
諸
 律
 の
 説
 を
 検
討
し
 

て
 、
パ
ー
リ
律
の
説
を
本
来
の
も
の
と
見
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
 れ
が
妥
当
 

な
見
解
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
 亡
 滅
詩
法
は
、
僧
伽
の
裁
判
組
織
 を
 示
し
た
 

も
の
で
あ
る
。
完
備
し
た
組
織
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
難
解
で
 あ
る
。
 セ
 

滅
詩
 法
の
う
ち
現
前
屈
尼
は
四
種
 詩
事
 の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
 る
が
、
 残
 

り
の
六
種
の
滅
詩
法
は
そ
う
で
は
な
い
。
著
者
 は
 そ
の
一
々
 
に
 つ
い
て
 難
 

解
 な
文
意
を
解
釈
し
、
そ
れ
等
の
意
味
や
適
用
の
仕
方
を
明
ら
 か
に
し
て
 

い
る
。
 

第
六
章
は
「
僧
伽
に
於
け
る
懲
罰
 掲
磨
 」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

戒
律
を
 

犯
し
た
比
丘
に
罪
を
与
え
た
り
、
或
い
は
 犯
戒
 を
か
く
し
て
い
 た
 比
丘
、
 

犯
成
 し
て
も
そ
れ
を
認
め
な
い
比
丘
等
を
、
ど
の
よ
う
に
折
伏
 す
る
か
を
 

明
し
仁
も
の
で
あ
る
。
波
羅
夷
罪
の
場
合
は
、
サ
ン
ガ
か
ら
 追
 放
き
れ
る
 

か
ら
、
服
罪
は
な
い
。
 

波
逸
提
 以
下
は
軽
罪
で
あ
り
、
 

峨
侮
ら
 簡
単
で
あ
 

る
 。
最
も
問
題
に
な
る
の
は
僧
残
罪
で
あ
る
。
僧
残
罪
を
犯
し
 て
 覆
蔵
し
 

て
い
た
場
合
は
「
朋
佳
」
を
課
せ
ら
れ
る
。
覆
蔵
し
て
い
な
け
 れ
ば
、
 直
 

ち
に
「
マ
ー
ナ
ッ
タ
」
を
課
す
る
。
マ
ー
ナ
ッ
タ
に
は
余
り
間
 題
 は
な
い
 

が
 、
 別
 住
は
覆
蔵
の
日
数
や
、
朋
佳
 中
 に
き
ら
に
犯
罪
す
る
等
 0
 間
頭
 が
 
Ⅲ
 

あ
っ
て
複
雑
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
等
の
複
雑
な
規
則
を
綿
密
に
 調

べ
て
、
 
の
 

秩
序
づ
け
て
い
る
。
こ
の
努
力
は
大
変
で
あ
っ
た
と
思
う
。
 別
 住
と
 7
 １
 
ひ
 

ナ
ッ
タ
を
正
し
く
守
れ
ば
、
 出
 罪
を
与
え
る
。
そ
し
て
そ
の
間
 停
止
さ
れ
 

て
い
た
比
丘
の
資
格
を
回
復
す
る
。
 

以
上
は
僧
残
罪
の
服
罪
の
場
合
で
あ
る
が
、
犯
罪
し
て
も
そ
れ
 を
 認
め
 

な
い
者
等
を
反
省
さ
せ
る
た
め
に
課
す
る
の
が
、
著
者
の
い
 う
 懲
罰
 掲
磨
 

で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
に
 苦
切
 、
依
正
、
下
意
、
覆
鉢
、
 挙
罪
 の
 一
二
 
托
僅
 
、
 

顕
示
 と
梵
 壇
法
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
パ
ー
リ
 律
 等
に
よ
っ
 た
も
の
で
 

あ
ろ
う
が
、
僧
祇
 律
 に
は
か
な
り
こ
れ
と
 異
 っ
た
も
の
が
見
ら
 れ
る
。
 と
 

も
か
く
懲
罰
 瓶
磨
 の
一
々
 ほ
 つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
 
し
て
い
 

る
 。
懲
罰
 瓶
磨
は
 、
サ
ン
ガ
の
規
則
に
し
た
が
め
な
い
者
を
罰
 す
る
 掲
磨
 

で
あ
る
か
ら
、
サ
ン
ガ
の
強
制
力
が
端
的
に
示
さ
れ
る
規
則
で
 あ
る
。
 サ
 

ン
ガ
 の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
上
か
ら
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
 て
い
る
の
 

で
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
著
者
の
功
績
は
大
き
い
。
 

第
セ
 章
は
「
 戒
 経
と
安
居
、
布
薩
」
で
あ
る
。
以
上
の
二
章
で
 サ
ン
ガ
 

の
 裁
判
制
度
を
扱
っ
た
の
で
、
こ
の
章
で
サ
ン
ガ
の
儀
式
を
解
 明
し
て
い
 

る
 。
毎
月
二
回
の
定
期
の
集
合
が
布
薩
で
あ
り
、
こ
の
と
き
 戒
 経
 
-
 
波
羅
 

提
木
叉
 -
 が
謂
 出
さ
れ
る
。
著
者
は
ま
ず
 戒
 経
の
成
立
や
過
去
 仏
 の
 戒
経
 

な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
つ
ぎ
に
布
薩
の
仕
方
に
つ
い
て
考
察
 
 
 

る
 。
布
薩
に
は
在
家
信
者
の
布
薩
と
、
比
丘
、
比
丘
尼
の
布
薩
 と
の
二
種
 

類
 が
あ
る
。
と
く
に
比
丘
等
の
布
薩
は
、
比
丘
が
半
月
の
間
 戒
 律
を
正
し
 

く
 守
っ
た
か
否
か
を
調
べ
る
儀
式
で
あ
り
、
布
薩
は
僧
伽
独
立
 の
 象
徴
で
 

あ
る
。
著
者
は
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
い
で
著
者
 は
 、
比
丘
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達
の
住
処
と
し
て
の
精
舎
や
僧
院
の
整
備
の
問
題
、
僧
伽
の
僧
 院
化
 、
生
 

活
の
定
着
化
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
安
居
は
年
一
回
、
 雨
期
に
三
 

力
 月
間
一
処
に
定
住
し
て
、
修
行
す
る
儀
式
で
あ
る
。
雨
期
は
 遊
行
に
不
 

便
 だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
時
代
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
 、
安
 居
 以
外
の
 

時
に
も
定
住
す
る
比
丘
が
多
く
な
っ
た
。
著
者
は
律
蔵
か
ら
、
 そ
の
こ
と
 

を
 示
す
資
料
を
多
く
出
し
て
い
る
。
安
居
の
終
っ
た
あ
と
に
は
 、
解
散
乱
 

で
あ
る
 自
不
 が
あ
り
、
さ
ら
に
 迦
締
那
 衣
を
受
け
る
儀
式
を
な
 す
 。
最
後
 

に
そ
れ
等
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
 

第
八
章
は
「
 律
制
と
 律
法
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
戒
律
が
固
定
し
 た
あ
と
 

規
則
が
い
か
に
変
更
さ
れ
，
緩
和
き
れ
た
か
を
、
陣
法
 を
 資
料
に
し
 

て
 考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

浄
法
 と
は
、
律
の
規
則
が
き
び
し
 す
ぎ
る
 場
 

合
に
 、
そ
れ
を
緩
和
す
る
便
法
で
あ
り
、
ま
た
時
代
の
変
化
に
 よ
っ
て
 、
 

規
則
が
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
規
則
を
適
合
き
せ
る
 便
 法
 で
あ
 

る
 。
著
者
は
、
こ
こ
で
は
 律
制
 が
確
定
し
た
あ
と
の
陣
法
的
変
 化
に
つ
い
 

て
 研
究
し
て
い
る
。
陣
法
 き
 、
律
が
確
定
し
た
後
の
緩
和
策
 と
 
見
る
点
 

は
 、
評
者
の
浄
法
の
解
釈
 と
ぽ
ぼ
 同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
 
は
さ
き
 

沙
門
の
出
家
 戒
と
 仏
教
の
律
と
の
媒
介
と
し
て
、
陣
法
 を
 考
え
て
い
 

る
こ
と
を
、
第
二
章
に
お
い
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
 著
 者
は
そ
の
 

意
味
を
も
含
め
て
、
律
法
を
広
い
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
 あ
ろ
う
。
 

し
か
し
こ
の
場
合
に
も
著
者
は
、
律
蔵
の
禁
戒
が
仏
滅
後
に
長
 者
達
に
よ
 

っ
て
厳
格
化
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
仏
陀
時
代
 の
 初
期
に
 

こ
そ
多
く
の
戒
が
作
ら
れ
た
に
相
違
な
い
と
見
て
い
る
。
こ
の
 仏
陀
に
よ
 

っ
て
制
定
せ
ら
れ
た
厳
し
い
戒
が
、
仏
滅
後
に
緩
和
き
れ
で
い
 っ
 た
と
 解
 

釈
す
る
。
そ
こ
に
陣
法
が
生
じ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
 

書 評 

著
者
は
律
 制
 の
 浄
 法
的
変
化
を
、
ま
ず
四
大
教
法
を
資
料
と
し
 て
、
律
 

の
 妥
当
性
を
決
定
す
る
権
威
の
移
動
を
示
し
、
つ
い
で
僧
祇
 律
 の
五
 陣
法
 

十
調
 律
の
七
律
法
さ
ら
に
第
二
結
集
の
十
陣
法
な
ど
に
つ
い
て
 、
陣
法
 の
 

性
格
を
研
究
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
律
蔵
に
ふ
く
ま
れ
て
い
 
る
 陣
法
 

を
 、
金
銭
と
陣
法
、
食
事
と
食
物
、
食
の
浄
 法
と
 検
閲
七
車
 
衣
鉢
 と
浄
 

法
な
ど
に
分
類
し
て
、
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。
陣
法
 は
 つ
い
 て
の
研
究
 

と
し
て
は
、
最
も
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
検
閲
 セ
事
 、
八
 事
 に
つ
い
 

て
も
、
こ
れ
ま
で
は
律
の
立
場
か
ら
専
門
的
に
解
明
き
れ
た
も
 の
が
 虹
か
 

っ
 た
の
で
、
こ
の
研
究
は
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
 

第
九
章
は
「
仏
教
と
衣
 制
 」
で
あ
り
、
比
丘
達
の
衣
服
に
関
し
 て
 研
究
 

し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
袈
裟
」
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
衣
服
 の
こ
と
で
 

あ
る
。
こ
れ
は
用
途
に
よ
っ
て
、
比
丘
の
三
衣
、
比
丘
尼
の
五
 衣
 等
に
分
 

か
れ
、
取
得
の
方
法
に
よ
っ
て
 、
 落
ち
て
い
る
布
を
拾
 ，
て
作
 る
 糞
掃
衣
 

と
 、
胞
衣
 
-
 同
書
六
六
五
頁
に
旅
衣
と
あ
る
の
は
、
梅
友
の
 誤
 値
 で
あ
ろ
 

こ
に
分
か
れ
・
ま
た
そ
の
材
料
よ
り
し
て
 
綿
 、
麻
、
羊
毛
、
 
絹
 、
そ
の
 

他
 
（
十
種
 衣
 ）
に
分
け
ら
れ
る
。
著
者
は
ま
ず
、
こ
れ
等
の
衣
 の
種
類
や
 

材
質
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
 巾
 広
い
 布
 を
そ
の
 

ま
ま
巧
み
に
身
体
に
巻
き
つ
け
て
、
衣
服
と
し
た
か
ら
、
 衣
と
 布
 と
は
は
 

と
ん
ど
区
別
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
広
い
意
味
で
は
、
寝
具
や
 教
具
な
ど
 

も
 衣
に
含
め
る
。
と
く
に
 執
帯
の
 
イ
ン
ド
で
は
、
寝
具
は
簡
略
 で
あ
り
、
 

旅
行
に
も
つ
ね
に
所
持
す
る
習
慣
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
 点
は
 
「
 臥
 

具
と
 綿
衣
」
の
一
項
で
、
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
 、
 他
の
問
 

題
は
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
衣
の
作
り
方
、
衣
 0
 件
 浄
 、
 

ひ
 

染
め
方
、
衣
の
大
き
さ
等
が
詳
し
く
考
察
き
れ
て
い
る
。
な
お
 比
丘
尼
の
恥
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照
は
 、
日
本
で
は
「
南
伝
大
蔵
経
」
第
五
巻
の
巻
末
に
 、
パ
｜
 
リ
、
四
 分
 
-
 

を
 簡
単
に
比
較
し
仁
も
の
が
、
 

載
 せ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
 。
こ
れ
ま
 

で
は
詳
し
い
対
照
が
企
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ウ
 ワ
ル
 ナ
 ー
の
 こ
 

の
 労
作
は
、
方
大
な
諸
 律
 の
 緯
 度
を
調
べ
て
、
非
常
な
努
力
の
 も
と
に
で
 

き
た
も
の
で
あ
り
、
詳
細
で
あ
る
。
ゆ
え
に
本
書
に
こ
れ
が
 収
 録
さ
れ
た
 

こ
と
は
、
律
の
研
究
者
を
益
す
る
 点
 多
大
で
あ
る
。
 

以
上
、
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
概
観
し
た
が
、
何
分
豊
富
な
内
 容
 を
ふ
 

く
ん
だ
大
著
で
あ
る
の
で
、
紹
介
し
足
り
な
い
点
が
多
い
し
、
 誤
解
に
よ
 

っ
 て
 著
者
の
真
意
を
曲
解
し
た
点
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 そ
 れ
 等
の
点
 

は
 、
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
寛
恕
を
お
願
い
し
た
い
。
（
昭
和
 三
八
年
三
 

月
刊
 
A
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八
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三
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年三目 評 

るき日 。 りで ちら " れ外リと故 意 才学 
一に さ ア て に エい岸 英夫 本 部の欧 にき 口 欧 え、 へ ジア いる。 はやく ントへ 学問 ぅ   

  士は、 人が 、た よ ーロ う 人の ア 関心が れにも 、ア ら 関心を ョ   
に なに に ら のてで 著 窪 宗教おす 対す た力 ず、 文化 おら おこ 「 ホ {- 
は こ ろ ま そ やれ つ教 

なぶ詔つれ宗 いる 識 てか 教 るた 。 理 学 』 

の序文 といい 欠けては、 序 u いると ら約一 し こつ @  、 事実、 の一 由 ろ 志 

切い本い 仕て ョ つ の   
と あ し令 た めはの 教 

J
.
M
.
 

キ
タ
 

ガ
ヮ
薯
 

「
東
洋
の
宗
教
 L
 

井
門
富
 
二
夫
 訳
 

  

・
 
亡
品
 
-
 
。
 
，
 
。
 
"
 
疫
糊
 

は
 、
そ
の
よ
い
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
認
識
を
 欠
い
て
い
 

る
 大
き
な
原
因
は
、
お
そ
ら
く
、
か
れ
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
 見
方
ゃ
立
 

 
 

立
教
大
学
神
学
部
を
卒
業
後
、
一
九
四
一
年
に
渡
米
し
て
帰
化
 し
、
現
 

在
 シ
カ
ゴ
大
学
の
副
教
授
と
し
て
宗
教
学
を
講
じ
て
い
る
北
川
 三
夫
氏
 

も
、
 な
が
ら
く
米
国
に
い
る
 う
 ち
に
、
や
は
り
右
の
よ
う
な
 点
 を
感
ぜ
ら
 

 
 

依
頼
き
れ
 

た
の
を
機
会
に
、
米
国
の
大
学
教
理
課
程
の
学
生
や
、
宗
教
に
 関
心
を
も
 

つ
 一
般
の
抽
職
人
な
ど
に
対
し
て
、
 

ア
ソ
ア
 の
宗
教
に
関
す
る
 興
味
を
喚
 

起
し
て
正
し
い
認
識
を
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、
宗
教
学
の
役
割
 と
 意
義
と
 

を
と
く
の
を
目
的
と
し
て
 著
 わ
き
れ
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。
 

K
 
.
w
 

モ
ー
ガ
ン
博
士
に
よ
れ
ば
、
現
在
米
国
で
は
、
約
四
百
の
学
校
 で
心
木
 
教
の
 

講
義
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
 宗
 ・
教
を
し
 た
し
く
 実
 

見
し
た
教
授
は
、
そ
の
う
ち
わ
ず
か
五
十
人
に
す
 ギ
 な
い
と
い
 
ヮ
 こ
と
だ
 

か
ら
、
米
国
人
が
ア
ジ
ア
の
 ら
 示
教
士
正
し
く
認
識
で
き
な
い
の
 

は
当
殊
の
 

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書
の
出
版
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
に
適
 し
た
企
て
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

本
書
は
、
全
五
章
か
ら
な
る
。
ま
ず
第
一
章
で
、
世
界
に
は
 キ
  
 

教
 ば
か
り
で
な
く
多
く
の
宗
教
が
あ
る
こ
と
、
ど
の
宗
教
も
み
 な
 人
類
の
 

宗
教
的
体
験
か
ら
生
み
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
 宗
教
大
た
 

ち
は
、
特
殊
な
「
聖
な
る
共
同
体
」
 

在
 。
与
の
。
 ョ
ヨ
仁
呂
 （
 
し
 
を
 組
織
す
 

 
 
 
 

る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
本
書
で
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
し
て
と
 
 
 

中
国
の
儒
道
二
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
、
回
教
の
「
聖
な
る
 

共
同
体
」
 

僻
 

 
 

が
 、
そ
れ
ぞ
れ
家
、
カ
ー
ス
ト
、
僧
伽
、
ウ
ム
 マ
こ
 ヨ
日
の
こ
 だ
と
規
定
 

  



    

    
リ い 張の」 る て令 つ場い個ハ 

ふつ れて 説般ンえ し 宗ド るの をのは 対、   
ぞれの 止 けに 紙 が、 現代の や文化 教 、仏 ろフ 。 いる。 あるか   

ス
ト
教
の
「
教
会
」
に
あ
た
る
尊
厳
な
 エ
 c
 寺
 
O
c
 

ヨ
ヨ
し
三
モ
 

が
 あ
る
と
 信
 

じ
て
、
そ
れ
を
家
、
カ
ー
ス
ト
な
ど
に
求
め
た
。
こ
の
よ
う
な
 見
解
を
と
 

る
 類
書
の
な
い
今
日
、
本
書
は
と
く
に
注
目
す
べ
き
意
義
を
も
 つ
と
い
わ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
国
の
「
 家
 」
や
イ
ン
ド
の
 
「
カ
ー
ス
 

ト
 」
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
教
会
」
の
よ
う
な
意
味
で
 、
 果
し
て
 

儒
道
二
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
由
 0
 守
の
。
日
日
二
三
せ
と
い
え
 
 
 

か
 、
ま
た
こ
の
両
者
を
僧
伽
 や
ク
ふ
て
と
 
同
列
に
取
扱
っ
て
よ
  
 

か
、
 私
に
は
甚
だ
し
く
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
 

家
や
 カ
ー
ス
ト
の
 
実
態
は
 、
 

決
し
て
そ
ん
な
簡
単
に
割
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

著
者
は
、
今
世
紀
最
大
の
課
題
を
、
と
も
に
近
代
性
（
 目
 o
d
 

の
（
 

ヰ
 @
 
ヰ
き
 

に
 直
面
し
て
い
る
東
西
市
文
明
の
交
流
だ
と
考
え
た
。
そ
の
 結
 果
 、
ア
ジ
 

ア
の
 諸
宗
教
を
考
察
す
る
場
合
に
、
そ
の
近
代
的
展
開
に
重
点
 を
お
く
こ
 

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
本
書
の
 一
 特
色
で
あ
る
 。
こ
と
に
 

現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
考
え
る
場
合
に
は
、
教
え
 ら
れ
る
と
 

こ
ろ
が
多
い
。
た
だ
し
、
著
者
 は
コ
 近
代
性
」
を
「
現
代
文
化
 乙
 
㌣
社
ム
 
耳
 ハ
リ
 

根
底
に
あ
る
精
神
」
と
規
定
し
て
い
る
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
場
所
 に
よ
っ
て
 

そ
の
規
定
が
あ
 い
 ま
い
と
な
り
、
あ
る
場
合
に
は
「
近
代
化
」
 と
 同
義
に
 

使
っ
て
い
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
こ
の
点
は
読
者
を
迷
わ
せ
て
、
 折
角
の
卓
 

見
が
 拙
意
味
に
な
る
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
本
書
を
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
著
者
は
、
従
来
 
「
西
欧
 

で
 出
版
さ
れ
た
同
種
類
の
著
書
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
西
欧
 中
 心
の
観
点
 

を
 、
出
来
る
限
り
避
け
る
よ
 う
 に
」
つ
と
出
、
ア
ジ
ア
人
と
し
 て
の
特
色
 

を
 失
わ
ず
に
、
西
欧
に
と
け
こ
か
立
場
 モ
 と
っ
た
由
で
あ
る
。
 
本
書
執
筆
 

の
 動
機
や
目
的
か
ら
い
っ
て
も
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
を
世
界
的
 視
 野
か
ら
 位
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書 評 

ア て 

    
失
わ
」
な
い
よ
う
に
つ
と
め
る
著
者
の
立
場
か
ら
い
え
ば
・
 ま
 っ
 た
く
も
 

っ
て
不
適
当
な
著
書
で
あ
る
。
事
態
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
は
 上
 、
著
者
 

の
 意
図
が
、
本
書
の
な
か
に
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
、
 ど
う
し
て
 

も
 思
わ
れ
な
い
。
そ
の
上
、
こ
と
中
国
や
仏
教
の
研
究
に
関
す
 
る
か
ぎ
 

り
 、
日
本
の
学
界
の
水
準
は
、
本
書
の
内
容
よ
り
数
段
す
ぐ
れ
 て
い
る
。
 

著
者
は
、
本
書
の
執
筆
中
に
約
一
年
間
、
ア
ジ
ア
で
実
地
調
査
 を
行
っ
た
 

と
い
う
。
そ
れ
な
の
に
、
日
本
人
の
論
 著
が
 本
書
の
な
か
に
 は
 と
ん
ど
 引
 

用
 き
れ
て
い
な
い
の
は
、
一
体
ど
 う
 し
た
わ
け
な
の
で
あ
ろ
う
 。
了
解
に
 

苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

私
が
も
っ
と
も
気
に
な
る
こ
と
は
説
明
の
不
十
分
な
個
所
や
認
 諦
 め
ず
 

ね
 、
も
し
く
は
誤
解
が
あ
る
点
で
あ
る
。
著
者
の
意
図
が
、
従
来
 

の
 欧
米
人
 

の
 誤
っ
た
認
識
を
た
だ
す
点
に
お
か
れ
、
本
垂
 口
 
が
米
国
の
学
生
 や
 
一
般
 知
 

誠
人
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
い
ま
一
段
と
正
し
 

識
を
与
え
 

る
 必
要
が
あ
り
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
も
っ
と
厳
密
慎
重
で
あ
 

る
べ
き
で
 

は
な
か
っ
た
ろ
 
.
n
 
か
 。
率
直
に
い
っ
て
、
こ
れ
で
は
従
来
の
誤
 っ
た
 見
解
 

の
繰
 返
え
し
に
す
ぎ
ず
、
折
角
の
よ
い
ア
イ
デ
ィ
ア
 や
 ア
プ
ロ
  
 

ま
っ
た
く
不
発
に
終
っ
た
感
が
ふ
か
い
。
著
者
は
欧
米
人
の
論
 著
に
よ
っ
 

た
た
め
に
、
宗
教
で
あ
る
道
教
と
哲
学
思
想
で
あ
る
道
家
と
を
  
 

道
教
と
い
う
一
話
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
専
門
家
 に
は
読
解
 

で
き
る
で
あ
ろ
 
っ
 が
、
一
般
の
読
者
は
混
乱
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

こ
と
に
 欧
 

米
人
の
読
者
に
と
っ
て
 扶
 り
で
あ
る
。
ま
た
、
儒
教
を
キ
リ
ス
 ト
 教
な
ど
 

と
 同
様
な
宗
教
と
し
て
同
じ
よ
う
に
扱
う
こ
と
も
、
誤
っ
た
 認
 識
を
与
え
 

る
 結
果
と
な
る
で
あ
ろ
 フ
 。
中
国
で
は
、
造
仏
二
教
は
方
外
 と
 ょ
 ん
で
告
示
 

教
現
 し
て
い
る
が
、
儒
教
を
宗
教
と
は
み
て
い
な
い
。
従
っ
て
 、
叙
述
に
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い
ま
一
段
の
配
慮
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
 儒
教
を
宗
 

教
 と
は
み
な
い
。
 

こ
ま
か
い
事
実
の
点
に
な
る
と
、
あ
や
ま
り
が
か
な
り
多
く
目
 
し
 
@
 
@
@
 
Ⅰ
 
@
 

く
 。
仏
教
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
の
常
識
か
ら
は
ず
れ
た
記
述
 が
あ
る
。
 

非
時
食
を
「
季
節
は
ず
れ
の
ぜ
い
た
く
な
食
事
」
と
訳
す
の
は
 、
誤
訳
で
 

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
再
版
の
と
き
に
十
分
検
討
を
加
え
 て
 訂
正
し
 

て
い
た
だ
き
た
い
。
と
ん
で
も
な
い
影
響
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
 あ
る
た
め
 

で
あ
る
。
ま
た
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
神
道
を
は
じ
め
と
す
る
 日
 本
の
宗
教
 

一
切
は
ぶ
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
書
の
性
格
が
性
格
 だ
か
ら
、
 

ど
く
簡
単
に
で
も
ふ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

訳
者
 
井
門
 君
の
苦
心
に
な
る
訳
文
は
、
か
な
り
こ
な
れ
て
い
て
 よ
み
や
 

す
い
け
れ
ど
も
、
と
く
に
中
国
の
部
に
お
い
て
誤
植
が
多
い
。
 改
版
の
折
 

の
 訂
正
が
望
ま
れ
る
。
訳
者
の
あ
と
が
き
に
よ
る
と
、
米
国
人
 に
と
っ
て
 

は
 常
識
だ
が
、
日
本
人
に
は
不
向
で
あ
る
術
語
や
部
分
に
つ
い
 て
は
、
 訳
 

者
が
訳
文
中
に
そ
の
ま
ま
書
き
 む
 が
し
で
、
説
明
を
つ
け
加
え
 た
 由
で
あ
 

る
が
、
原
著
者
の
意
図
は
あ
く
ま
で
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
 、
そ
の
部
 

分
は
訳
註
と
し
て
別
に
か
か
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 

以
上
、
せ
ま
い
範
囲
か
ら
あ
ま
り
に
も
勝
手
な
官
許
る
の
べ
た
 け
れ
ど
 

も
 、
著
者
の
意
図
と
努
力
と
は
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
  
 

容
 に
も
大
変
参
考
に
な
る
記
述
が
多
い
 "
 そ
の
い
み
に
お
い
て
 ，
大
方
の
 

一
読
を
望
み
た
い
。
（
未
来
社
刊
。
三
九
八
頁
 じ
 

1
1
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道
の
諸
問
題
を
考
え
る
共
通
の
場
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 と
も
す
れ
 

ば
 離
反
し
て
、
問
題
解
決
へ
の
道
を
見
失
い
勝
ち
な
両
者
の
傾
 

何
を
 匡
そ
 

ぅ
 と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
に
ひ
そ
む
強
い
間
 

題
意
識
と
 

は
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
書
名
の
由
来
も
こ
こ
に
あ
る
か
と
考
え
 

ら
れ
る
。
 

唯
 、
本
書
を
「
綜
合
神
道
学
」
と
も
称
す
る
鹿
田
 

は
 、
純
粋
に
 「
 
澤
壬
 

，
」
 

の
 領
域
と
し
て
神
道
が
研
究
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
成
果
の
集
 

大
 成
 が
は
じ
 

め
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
細
分
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
 

神
道
学
の
 

各
研
究
を
組
織
的
に
位
置
づ
け
る
 

働
ら
 き
が
、
本
書
に
よ
っ
て
 
呆
 き
れ
る
 

と
こ
ろ
に
狙
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
綜
合
神
道
学
」
ど
は
、
 

こ
の
よ
 う
 

な
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
の
「
 
綜
 ム
ロ
」
で
あ
る
。
 

こ
の
「
 綜
 ム
ロ
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
本
書
に
扱
か
う
対
象
は
 

多
彩
で
 

あ
る
。
序
説
を
除
い
て
、
十
六
項
目
に
及
ん
で
い
る
。
 

ま
ず
、
神
社
の
文
化
史
的
環
境
を
論
ず
る
意
味
で
「
神
社
の
地
 

理
的
社
 

金
的
環
境
」
と
「
神
社
と
施
設
」
の
二
つ
を
設
け
、
「
神
社
の
 

大
観
」
に
 

お
い
て
、
神
社
の
定
義
を
は
じ
め
と
す
る
概
観
が
な
さ
れ
、
 

次
 に
 、
 各
説
 

的
に
「
神
社
の
社
格
」
、
「
神
社
の
祭
神
」
、
「
神
社
の
祭
祀
」
が
 

詳
論
さ
れ
 

て
い
る
。
特
に
、
神
社
祭
祀
は
、
神
社
神
道
の
本
質
的
要
素
で
あ
 

る
の
で
、
 

五
章
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
、
本
書
の
主
要
テ
ー
マ
を
な
し
て
 

い
る
。
 次
 

に
 「
神
社
と
国
家
と
皇
室
」
で
、
神
道
は
、
皇
室
と
の
関
係
を
 

通
じ
て
 国
 

家
 と
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
き
れ
て
い
て
、
い
ろ
 

い
ろ
な
 
意
 

評
 

味
で
 興
味
ぶ
か
い
。
さ
ら
に
、
「
神
を
祭
る
者
」
と
し
て
、
神
職
 

と
 氏
子
を
 

中
心
と
す
る
神
社
奉
仕
の
あ
り
方
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
Ⅱ
 

神
社
の
祭
 

神
 」
と
対
応
し
て
、
「
神
社
の
祭
祀
」
に
つ
ぐ
主
要
テ
ー
マ
で
 

あ
る
。
 そ
 

書
 
の
あ
と
、
「
神
宮
」
「
現
代
神
道
教
団
の
概
括
」
「
神
道
 

史
 の
 概
観
」
と
 続
 

き
、
さ
い
 ビ
 に
「
神
道
の
概
括
」
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
 う
 に
 、
項
 

目
は
神
社
神
道
に
関
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
網
羅
し
、
全
体
 と
し
て
 百
 

科
 全
書
的
で
あ
る
。
事
実
、
各
項
目
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
 ま
と
ま
り
 

を
も
ち
、
そ
の
相
互
の
連
関
に
は
特
別
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
い
 
 
 

上
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
 う
 に
、
あ
く
ま
で
神
社
に
視
点
を
お
い
 て
 実
際
的
 

な
 神
社
祭
祀
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
 生
息
 
廿
培
 

ハ
弔
Ⅰ
 

、
 

本
書
は
、
実
質
上
、
神
社
神
道
に
お
け
る
「
神
道
学
」
で
あ
っ
 て
 、
神
道
 

全
般
を
対
象
と
す
る
学
で
は
な
い
。
後
者
を
目
指
す
神
道
学
な
 ら
ば
、
 扱
 

か
 5
 対
象
は
変
ら
な
く
と
も
、
そ
の
扱
い
方
が
ち
が
っ
て
く
る
  
 

従
っ
て
、
本
書
に
扱
か
う
内
容
は
、
す
べ
て
神
社
の
定
義
に
出
 発
し
て
 

い
る
。
著
者
は
「
神
社
の
大
観
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
っ
に
 神
 社
の
形
式
 

約
 定
義
を
試
み
て
い
る
。
 

神
社
と
は
、
神
社
神
道
に
 甚
 く
も
の
で
あ
っ
て
、
祭
神
が
坐
し
 、
そ
 

の
 奉
斎
と
崇
敬
に
必
要
な
施
設
並
び
に
附
随
す
る
諸
施
設
を
有
 し
、
祭
 

祀
し
、
 若
く
は
崇
敬
す
る
人
（
神
職
、
氏
子
、
及
び
崇
敬
者
）
 
 
 

り
 、
祭
祀
を
奉
仕
し
て
祭
神
の
神
徳
を
人
々
に
光
被
せ
し
め
、
 人
々
が
 

祭
神
を
崇
敬
奉
賛
し
て
そ
の
神
徳
に
ふ
れ
る
こ
と
を
得
し
め
、
 崇
敬
者
 

0
 組
織
及
び
、
そ
の
他
の
た
め
の
活
動
を
伴
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
 
で
あ
 

り
 、
神
道
的
並
び
に
物
質
的
な
要
素
と
、
人
的
組
織
と
を
綜
合
 し
た
 存
 

在
 で
あ
る
。
（
七
五
頁
）
 

神
社
は
、
学
問
的
に
き
わ
め
て
規
定
の
む
ず
か
し
い
対
象
で
あ
 っ
て
 、
形
 

式
 的
に
も
内
容
的
に
も
、
そ
の
歴
史
的
展
開
の
多
様
き
を
一
つ
 の
 定
義
に
 

含
め
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
こ
で
、
神
社
に
つ
い
て
の
 古
木
教
学
や
 

宗
教
史
で
の
研
究
に
わ
い
て
も
、
そ
の
概
念
規
定
を
避
け
て
、
 W
 社
の
具
 

吐七 
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体
的
 記
述
に
終
っ
て
い
る
の
が
従
来
の
傾
向
で
あ
る
。
神
道
学
 に
お
い
て
 

も
 、
制
度
や
祭
祀
の
面
で
は
と
に
か
く
、
包
括
的
な
定
義
は
な
  
 

な
い
。
著
者
も
、
神
社
本
庁
 
め
 下
し
た
定
義
に
拠
っ
て
神
社
神
道
   

ら
 、
こ
の
定
義
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
表
現
が
 特
殊
で
 
定
 

義
 と
し
て
も
生
硬
す
ぎ
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
本
書
   

テ
ー
マ
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
 

そ
こ
で
、
三
な
テ
ー
マ
を
内
容
に
多
少
た
ち
い
っ
て
紹
介
し
て
 
み
よ
 

 
 ま

ず
、
「
神
社
の
地
理
的
社
会
的
環
境
」
に
お
い
て
は
、
現
代
 社
会
の
 

変
化
の
激
し
き
を
神
社
の
人
文
地
理
的
環
境
の
変
化
と
い
う
 点
 
で
 捉
え
 

る
 。
神
社
の
宗
教
的
雰
囲
気
は
、
本
来
自
然
の
風
土
に
も
と
づ
  
 

き
い
が
、
社
会
の
急
激
な
変
質
に
よ
っ
て
、
現
在
、
そ
の
宗
教
   

れ
つ
つ
あ
り
、
文
化
的
諸
条
件
の
変
化
も
加
わ
っ
て
、
神
社
に
 対
す
る
 氏
 

子
の
「
心
の
遠
さ
」
が
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
 、
神
社
と
 

信
仰
集
団
と
め
関
係
を
地
理
的
に
分
類
し
て
、
神
社
の
類
型
を
 三
つ
に
 呑
ル
 

け
る
。
そ
れ
は
、
隔
絶
型
、
離
 
在
型
へ
 内
在
型
で
あ
る
。
こ
の
 う
 ち
 特
に
 、
 

内
在
型
と
さ
れ
る
都
市
内
部
の
神
社
を
と
り
上
げ
、
氏
子
意
識
 の
 再
生
産
 

の
手
段
と
し
て
、
他
の
二
型
の
神
社
が
従
来
お
こ
な
っ
て
き
た
 伝
道
活
動
 

が
 内
在
型
神
社
に
も
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
 「
。
 
7
 兄
往
 0
 

申
、
 @-
 

大
観
」
で
は
、
神
社
の
定
義
の
ほ
か
に
、
神
社
の
奉
斎
、
つ
ま
 り
 、
 各
神
 

社
の
成
立
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
、
目
的
、
時
代
を
論
じ
、
 神
 社
の
性
格
 

に
 応
じ
て
分
類
が
な
き
れ
て
い
る
。
 

又
 、
神
社
の
名
称
に
つ
い
て
 
、
案
外
お
 

 
 

で
は
、
 神
 

社
 に
関
す
る
常
識
で
あ
り
な
が
ら
、
今
で
は
と
り
つ
き
に
く
い
 知
識
が
親
 

 
 

「
神
社
の
祭
神
」
の
取
り
扱
い
は
、
神
道
学
に
と
っ
て
も
問
題
の
 
多
い
 

点
で
あ
り
、
神
学
上
ど
ん
化
 塵
 庄
七
と
る
べ
き
か
、
注
目
さ
れ
 る
と
こ
ろ
 

で
あ
る
。
神
道
で
は
、
自
然
成
立
 宗
 秋
山
特
色
と
し
て
、
祭
神
 が
 多
様
で
 

由
り
・
 c
 オ
モ
字
間
的
に
究
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
 り
 、
神
学
 

的
に
合
理
化
 廿
 る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
場
合
が
多
い
。
著
者
は
 、
こ
の
点
 

に
 留
意
し
、
祭
神
そ
の
も
の
に
視
点
を
お
か
ず
、
祭
神
へ
の
 崇
 敬
 、
つ
ま
 

り
 信
仰
を
重
視
し
、
「
信
仰
の
事
実
」
の
優
先
を
主
張
す
る
と
こ
 

ろ
が
注
目
 

き
れ
る
。
神
道
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
「
神
社
の
祭
祀
」
に
つ
 い
て
は
、
 

き
 す
が
に
研
究
の
重
み
が
し
の
ば
れ
て
、
も
っ
と
も
内
容
が
充
 実
し
て
い
 

 
 著

者
は
、
「
神
社
の
祭
祀
 
は
 、
伝
統
上
、
集
団
的
接
 神
 が
基
調
 で
あ
っ
 

て
 、
個
人
的
接
神
は
、
そ
の
基
調
に
添
 ヮ
て
、
或
は
 そ
れ
と
 調
 和
し
て
 行
 

わ
れ
る
の
だ
と
云
っ
て
よ
い
一
二
一
一
五
頁
 -
 と
 規
定
し
 、
当
 妖
 の
こ
と
 

な
が
ら
神
社
祭
祀
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
が
、
更
に
神
学
的
要
 素
 を
も
 加
 

ん
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
 

祭
祀
は
神
へ
の
奉
仕
で
あ
り
、
神
と
人
、
或
は
祭
る
も
の
と
 祭
  
 

る
も
の
と
の
霊
的
な
接
触
で
あ
り
、
交
渉
で
あ
る
。
交
霊
で
あ
 り
、
感
 

応
 で
あ
る
。
 
接
 神
と
い
ふ
こ
と
も
出
来
る
。
 

神
道
に
あ
っ
て
は
、
神
人
合
一
と
い
 ひ
 、
神
人
一
体
と
い
 ひ
、
 神
と
 

人
 、
或
は
祭
ら
れ
る
も
の
と
祭
る
も
の
と
が
、
精
神
に
 払
 い
て
 
一
つ
 @
z
 

し
 
@
@
 

結
ぶ
こ
と
を
理
想
と
す
る
。
こ
の
一
つ
に
結
び
、
互
に
一
致
し
 た
と
こ
 

ろ
で
 接
 神
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
て
、
祭
祀
の
究
極
 態
 が
実
現
さ
  
 

で
あ
る
。
 
ご
 一
八
三
頁
 -
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書 評 

開 め 

    
と の， 験様 たい づ礼 まな しがの神 祭 。 就主 さ現 ら さ 

は
 、
「
神
秘
的
効
果
を
主
と
し
て
 
行
ふ
 行
為
」
公
一
八
八
頁
）
で
 
あ
 z
 り
 。
心
ホ
 

教
学
的
に
は
、
呪
術
性
の
強
い
宗
教
儀
礼
と
も
い
え
よ
 う
 。
 

著
者
は
、
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
、
行
動
に
表
現
き
れ
る
そ
れ
を
「
 

祝
禧
的
 

儀
礼
」
あ
る
い
は
「
神
能
」
と
名
づ
け
、
物
を
も
っ
て
表
現
さ
 れ
る
も
の
 

を
 
「
 聖
初
 献
 受
 儀
礼
」
と
名
づ
け
る
。
両
者
は
、
更
に
そ
れ
ぞ
 れ
 二
つ
に
 

分
け
ら
れ
、
「
言
語
的
儀
礼
」
と
「
行
動
的
儀
礼
」
、
「
幣
物
 

奉
 納
 儀
礼
」
 

と
「
神
物
持
 載
 儀
礼
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
分
類
は
神
社
神
道
 独
 特
の
儀
礼
 

に
 即
し
た
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
宗
教
儀
礼
の
研
究
の
 一
 分
野
と
し
 

て
 注
目
に
値
い
し
ょ
う
。
 

「
神
道
と
国
家
と
皇
室
」
に
お
い
て
神
社
神
道
が
 
、
 家
か
ら
国
家
 に
い
 

た
る
ま
で
の
共
同
体
的
集
団
主
義
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
皇
室
 を
 位
置
づ
 

け
る
と
こ
ろ
に
本
質
的
特
色
が
あ
る
と
す
る
論
旨
に
は
、
別
に
 斬
 ら
し
い
 

論
理
の
展
開
は
み
ら
れ
な
い
。
 

し
か
し
、
第
二
次
大
戦
に
お
け
る
、
わ
が
国
の
敗
北
に
関
連
し
 て
、
著
 

者
の
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
興
味
ぶ
か
い
態
度
が
み
ら
れ
  
 

著
者
は
神
道
指
令
に
の
べ
ら
れ
た
神
国
思
想
に
つ
い
て
、
次
の
 よ
 う
 に
 

 
 

戦
争
の
為
 め
 、
国
難
意
識
と
共
に
も
り
上
っ
た
神
国
思
想
が
 、
 侵
略
 

の
 思
想
的
、
宗
教
的
支
柱
だ
と
み
ら
・
れ
た
の
は
、
避
け
難
い
こ
 

と
で
あ
 

つ
 -
-
 

ナ
 
f
f
 

。
 

神
道
に
と
っ
て
は
、
 

か
 う
し
た
 擬
 ひ
 や
 判
決
を
受
け
た
事
は
不
 幸
で
 

あ
る
 0
 然
し
、
単
純
に
神
国
 観
 が
い
つ
で
も
問
題
が
な
い
と
 考
 へ
る
 や
 

う
 な
楽
観
的
な
受
取
り
方
を
し
て
来
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
 実
 に
 大
切
 

な
 反
省
の
機
会
で
あ
る
。
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只
、
か
ぅ
 

し
た
つ
ま
づ
き
に
あ
ふ
と
、
大
切
な
も
の
ま
で
 

批
げ
 
棄
て
 

て
 顧
み
な
い
の
が
日
本
人
の
悪
い
く
せ
で
あ
り
、
神
道
に
も
き
 

，
 
フ
い
ふ
 

病
癖
が
あ
る
。
反
省
す
る
と
い
ふ
こ
と
と
、
 

虹
 批
判
に
他
人
の
 

不
評
を
 

き
い
て
棄
て
て
 

了
ふ
 
の
と
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
反
省
に
 

は
 自
主
 

性
が
あ
る
が
、
 

捌
棄
 
に
は
責
任
が
な
い
。
そ
う
し
た
無
責
任
 

き
 が
、
他
 

日
 、
反
省
き
れ
な
い
ま
ま
で
古
い
も
の
を
生
き
か
へ
ら
せ
、
 

あ
 や
ま
ち
 

を
 再
び
お
か
す
危
険
を
か
も
し
て
 

め
 る
の
で
あ
る
。
（
四
四
五
 

｜
 ム
 
ハ
頁
）
 

著
者
は
、
神
国
 

観
 は
た
し
か
に
神
道
の
基
本
的
観
念
で
あ
る
が
 

、
神
意
 

を
 如
何
に
正
し
く
読
み
と
る
か
が
、
「
神
国
観
の
正
否
を
判
別
す
 

6
 錠
 と
 

な
る
の
で
あ
る
」
 

-
 
四
四
六
頁
）
と
結
論
し
て
居
り
、
こ
こ
に
 

は
 、
敗
戦
 

を
 殊
更
に
無
視
し
ょ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
耕
種
的
に
 

反
省
の
契
 

機
 に
し
ょ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
神
社
 

神
 道
が
、
も
 

は
や
素
朴
な
感
覚
的
反
応
に
終
始
す
る
こ
と
を
 

許
 き
れ
な
く
な
 

っ
て
 
居
 

り
 、
敗
戦
の
事
実
を
一
種
の
坐
 

折
 の
問
題
と
し
て
、
正
面
か
ら
 

受
け
と
め
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
の
自
覚
が
示
き
れ
て
い
 

る
 0
 

 
 

神
 
あ
 
め
 
て
な
 
べ
 

道
が
、
 
単
な
る
祭
祀
儀
礼
に
堕
ち
る
か
、
そ
れ
と
も
日
本
固
有
 

0
%
 

示
教
に
 

に
 、
そ
の
他
の
者
が
祭
る
主
体
で
あ
り
、
祭
る
責
任
者
で
あ
る
 

事
を
否
定
 す

る
な
ら
ば
、
神
道
の
信
仰
意
識
や
慣
習
の
事
実
に
矛
盾
す
る
 と
 思
ふ
」
 

（
四
七
三
頁
）
と
し
、
明
治
以
来
の
専
門
神
職
ば
か
り
で
な
く
、
 そ
れ
 以
 

前
の
神
社
奉
仕
者
や
氏
子
、
崇
敬
者
の
あ
り
方
を
詳
し
く
説
明
 
し
て
い
 

る
 。
 「

神
を
祭
る
者
」
と
し
て
の
、
神
職
と
氏
子
、
崇
敬
者
の
問
題
 は
 、
神
 

社
 神
道
の
直
面
す
る
大
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
著
者
 
は
、
 「
 ヰ
ま
っ
 

り
 」
の
本
来
的
な
姿
を
目
指
し
て
日
常
生
活
の
な
か
に
展
開
さ
 
せ
る
べ
 

く
 、
「
祭
る
者
」
の
歴
史
的
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
 広
い
 基
盤
 へ
の
専
属
 

開
を
求
め
て
い
る
。
 

特
に
氏
子
に
つ
い
て
は
、
明
治
以
来
の
神
社
の
国
家
管
理
に
も
 と
づ
く
 

安
易
な
地
域
主
義
が
、
本
来
強
か
っ
た
氏
子
意
識
の
喪
失
を
速
 
め
た
と
 

し
 、
し
か
も
、
こ
の
現
在
に
対
し
て
、
神
社
神
道
が
何
ら
の
 積
 極
 的
対
策
 

な
う
ち
 出
し
て
い
な
い
と
反
省
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
 、
問
題
を
 

す
す
め
て
、
こ
の
地
域
主
義
を
神
社
が
ど
 う
 抜
け
出
す
べ
き
か
 、
と
い
う
 

点
 、
神
道
学
の
立
場
か
ら
ど
ん
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
か
、
 と
 い
っ
た
 発
 

展
 的
な
問
題
の
提
出
が
あ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

「
神
道
虫
の
概
観
」
に
も
、
特
に
新
ら
し
い
要
素
は
み
ら
れ
な
い
 よ
 
@
N
 

特
に
上
古
、
上
代
の
神
 砥
制
 に
関
連
し
て
、
歴
史
事
実
と
信
仰
 事
実
の
問
 

題
 が
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
神
道
 史
は
 、
信
仰
の
次
元
で
の
 歴
 史
 で
あ
る
 

こ
と
が
、
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
に
、
神
道
学
 の
新
 ら
し
 

い
 態
度
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
神
道
学
で
は
、
こ
の
 点
の
区
別
 

に
 注
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
 

最
後
の
「
神
道
の
概
括
」
で
、
著
者
は
、
「
神
道
」
に
つ
い
て
の
 概
念
 

の
 規
定
と
、
分
類
の
基
本
的
態
度
を
示
し
、
神
道
の
本
質
に
も
 -
 
言
及
し
て
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い
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
本
書
の
結
論
的
な
綜
合
と
も
み
ら
れ
る
し
、
 各
 テ
ー
マ
 

を
 扱
っ
た
著
者
の
基
本
的
態
度
と
も
い
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
 本
書
に
接
 

す
 場
合
に
 
る
 序
説
と
併
せ
て
、
最
初
に
こ
の
項
に
目
を
通
す
の
 も
ひ
と
つ
 

の
方
法
で
あ
る
 0
 

神
道
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
出
典
の
分
析
に
も
と
 つ
い
て
 

説
明
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
著
者
は
自
身
の
綿
密
な
考
 証
 の
も
と
 

に
 出
典
論
を
退
 ぞ
け
 、
現
象
の
分
析
か
ら
規
定
を
目
指
し
て
い
 る
 。
そ
の
 

た
め
に
、
内
容
上
の
定
義
を
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
、
神
道
を
い
 ろ
 い
ろ
な
 

角
度
か
ら
仮
設
的
に
分
類
す
る
。
 

神
道
の
本
質
を
説
く
に
及
ん
で
、
一
連
の
規
定
を
検
討
し
た
後
 、
最
後
 

に
 著
者
自
身
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

著
者
に
よ
れ
ば
、
「
神
道
と
は
基
本
的
に
は
、
日
本
民
族
の
伝
 統
 に
道
 

っ
て
 神
 砥
を
祭
祀
す
る
生
活
」
で
あ
り
、
広
義
に
は
、
い
ろ
い
 ろ
な
点
で
 

「
社
会
的
に
こ
れ
と
同
種
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
性
格
を
も
つ
み
 

示
教
 群
に
 

対
す
る
集
合
名
詞
名
辞
 林
 で
あ
る
」
（
七
八
 0
 頁
 ）
が
、
こ
れ
 に
 神
学
上
 

の
 補
足
を
加
え
、
神
道
に
人
類
的
な
生
活
原
理
へ
の
方
向
を
与
 え
 よ
 う
と
 

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 

神
道
に
は
、
万
物
が
見
ぇ
ぎ
る
崇
高
な
霊
魂
（
み
た
ま
）
を
 有
 し
、
 

評
市
 
ま
こ
と
 ヒ
 が
そ
の
霊
魂
の
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
を
 確
信
し
、
 

門
ま
 

こ
と
」
を
媒
介
し
て
、
互
に
睦
魂
を
以
っ
て
奉
仕
（
ま
こ
り
 
、
奉
仕
 

ら
れ
る
こ
と
、
並
び
に
、
 

ロ
は
ら
へ
ヒ
 に
よ
っ
て
、
本
態
に
復
 し
 
-
 
神
 

書
画
 
び
 大
面
び
し
て
）
 
、
 
㍉
ま
つ
り
 ヒ
 の
生
活
を
維
持
し
 よ
う
と
す
る
、
 

基
礎
的
世
界
観
と
行
動
原
理
、
と
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
（
 セ
八
 
一
頁
）
 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
「
カ
ミ
」
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
 た
 考
察
 

が
な
き
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
  
 

著
者
に
よ
れ
ば
「
カ
ミ
」
と
い
う
こ
と
ば
 ほ
 、
「
対
象
の
本
質
 が
 本
質
 

的
に
他
 と
異
る
詰
 め
に
崇
高
祖
し
、
神
聖
祖
す
る
の
で
は
な
く
 、
万
物
は
 

す
べ
て
崇
高
な
る
霊
魂
を
内
在
せ
し
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
一
般
的
 前
提
の
信
 

仰
が
あ
り
、
言
霊
に
よ
っ
て
、
こ
の
崇
高
な
る
霊
魂
を
呼
び
さ
 ま
し
、
 対
 

象
 と
し
て
、
賛
辞
に
ふ
さ
わ
し
く
、
い
よ
い
よ
崇
高
な
る
も
の
 た
ら
し
め
 

る
 、
宗
教
的
な
 、
い
 は
 は
 、
 呪
語
 と
も
 云
ふ
 べ
き
性
格
を
も
つ
 
」
（
 セ
八
 

四
頁
）
も
の
と
き
れ
て
い
る
。
 

著
者
は
、
特
に
 カ
ミ
 の
語
が
敬
称
で
あ
っ
て
、
言
霊
の
関
係
に
 よ
っ
て
 

用
い
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
語
は
 、
 岩
ホ
一
局
な
 

霊
魂
を
も
つ
も
の
を
「
ま
つ
り
」
の
立
場
に
お
い
て
崇
拝
す
る
 た
め
の
 敬
 

称
 で
あ
っ
て
、
そ
の
性
格
は
古
語
の
ミ
コ
ト
、
現
代
の
 サ
て
 な
 ど
と
同
種
 

で
あ
る
と
き
れ
る
。
こ
れ
は
、
神
道
の
特
色
で
あ
る
言
霊
信
仰
 を
 考
慮
し
 

た
 卓
見
で
あ
り
、
カ
ミ
観
念
の
解
釈
に
新
ら
し
い
展
開
を
も
た
 ら
す
も
の
 

で
あ
る
。
 

以
上
、
本
書
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
た
上
で
、
本
書
の
意
義
を
 考
え
て
 

み
た
い
。
 

ま
ず
、
扱
か
う
対
象
の
点
で
、
近
代
、
特
に
戦
後
の
神
社
神
道
 の
 動
向
 

が
 資
料
と
き
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
本
書
の
 新
し
さ
の
 

一
部
を
な
し
て
い
る
。
近
代
以
前
に
く
ら
べ
て
、
近
代
神
道
に
 つ
い
て
の
 

 
 

研
究
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
、
近
代
神
 道
 研
究
の
鱗
 

 
 

足
 が
か
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

次
に
、
分
析
の
上
で
は
、
全
般
に
わ
た
っ
て
現
象
の
概
念
化
、
 定
義
化
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の
 努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
分
析
の
基
準
と
し
て
 信
仰
の
立
 

場
 が
明
確
に
意
識
き
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
こ
の
分
析
を
更
に
規
定
す
る
も
の
は
、
分
析
の
座
標
 が
 過
去
 

で
は
な
く
て
、
現
在
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
神
道
学
は
 、
実
質
的
 

に
神
道
 更
 に
他
な
ら
ず
、
神
道
の
歴
史
的
研
究
が
、
そ
の
ま
ま
 神
道
学
で
 

あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
神
道
の
本
質
は
日
本
の
歴
史
そ
の
も
の
 で
あ
る
と
 

の
 素
朴
な
認
識
が
基
礎
を
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
 、
昭
和
士
 

年
代
に
、
歴
史
認
識
と
は
、
過
去
を
現
在
か
ら
理
解
す
る
こ
と
 に
他
 な
ら
 

な
い
と
の
理
念
が
打
ち
出
さ
れ
て
き
て
、
神
道
学
に
現
在
が
反
 映
す
る
よ
 

フ
 に
な
り
、
戦
後
の
伝
統
的
価
値
の
動
揺
 斯
 の
な
か
で
伝
統
が
 現
在
と
い
 

ぅ
 時
点
か
ら
問
題
と
な
る
に
及
ん
で
、
神
道
学
に
も
、
よ
 う
や
 く
 現
在
学
 

的
 要
素
が
強
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
傾
向
を
 
一
段
と
強
 

め
る
形
で
著
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
 神
道
学
と
 

い
 う
 以
上
、
史
的
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
変
ら
な
い
が
 

そ
れ
 

も
 、
現
状
の
理
解
と
将
来
へ
の
展
開
を
目
指
す
た
め
の
も
の
で
 あ
っ
て
 、
 

こ
の
性
格
を
強
め
た
の
が
、
前
述
し
た
著
者
の
強
 い
 問
題
意
識
 に
他
 な
ら
 

な
い
の
で
あ
る
。
 

概
念
化
、
定
義
化
に
努
力
が
払
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
問
題
意
識
 に
 強
化
 

き
れ
た
分
析
座
標
の
現
在
化
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
 又
 、
分
析
 基
 準
 と
し
 

て
 、
「
信
仰
」
が
、
史
的
分
析
の
な
か
に
も
意
識
き
れ
て
い
る
 の
も
、
 現
 

代
 神
道
の
あ
り
方
か
ら
規
定
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

本
書
は
、
こ
う
し
た
 新
 ら
し
い
試
み
が
な
き
れ
て
い
る
と
こ
ろ
 に
 神
道
 

学
士
、
野
心
的
な
好
著
と
い
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
惜
し
ま
 れ
る
点
が
 

あ
る
の
は
止
む
を
得
な
い
。
 

そ
の
第
一
の
点
は
、
著
者
の
狙
い
が
二
つ
を
同
時
に
み
た
す
と
 い
 う
形
 

   
 

を
と
っ
た
為
に
、
「
基
礎
知
識
」
の
方
は
と
も
か
く
、
「
基
礎
 

問
 題
 」
の
 提
 

Ⅱ
 

出
の
仕
方
が
常
識
的
で
、
従
来
の
消
極
的
な
態
度
か
ら
積
極
的
 な
解
決
の
杓
 

 
 

態
度
へ
と
脱
け
き
っ
て
居
ら
ず
、
こ
の
為
に
本
書
の
性
格
が
多
 ダ
 あ
 い
昧
 

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
概
念
化
の
努
力
が
ゆ
 
き
す
ぎ
 

て
 、
整
理
の
試
み
が
却
っ
て
繁
雑
に
お
ち
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
 の
あ
る
こ
 

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
氏
族
と
の
関
係
を
含
ん
だ
、
氏
神
の
 
類
型
化
 

に
 、
こ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
「
禎
三
多
 陪
型
 複
式
氏
神
」
な
ど
 
、
名
称
の
 

ひ
 ず
か
し
さ
も
き
る
こ
と
な
が
ら
，
何
の
た
め
の
類
型
化
で
あ
 る
か
、
 の
 

目
的
が
明
白
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

本
書
の
性
格
か
ら
み
て
、
現
在
事
象
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
は
必
要
 と
 な
ろ
 

ぅ
が
 、
こ
ま
か
な
歴
史
事
象
を
類
型
化
す
る
こ
と
は
、
無
駄
で
 あ
る
ば
か
 

り
か
、
思
考
そ
の
も
の
の
抽
象
化
、
硬
直
化
を
も
た
ら
し
か
ね
 な
い
。
 対
 

象
の
生
硬
な
概
念
化
は
 、
 生
き
た
思
考
の
老
化
を
ま
ね
く
危
険
 が
あ
る
。
 

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
本
書
 の
 長
所
 

と
 価
値
を
少
し
も
 損
ぅ
 も
の
で
は
な
い
。
本
書
に
接
す
る
者
は
、
 

そ
の
試
み
 

の
斬
 ら
し
さ
と
共
に
、
著
者
の
神
道
研
究
に
お
け
る
幅
と
奥
行
 き
を
深
く
 

印
象
づ
け
ら
れ
よ
う
。
特
に
宗
教
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
 、
本
 重
目
 
は
、
神
 

社
 神
道
の
過
去
及
び
現
在
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
能
率
的
に
知
 る
 上
に
欠
 

く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
い
え
よ
 う
 。
（
昭
和
三
八
年
九
月
 発
行
神
社
 

新
報
社
本
文
七
八
五
頁
、
索
引
一
二
頁
）
 



し
た
。
 

ム
百
 0

 
理
事
会
 

一
 、
文
部
省
科
学
研
究
費
等
分
科
審
議
会
委
員
の
推
薦
の
件
 

標
記
の
件
に
つ
き
、
本
二
二
 乙
 年
度
で
任
期
の
終
了
す
る
 増
 俗
文
 

雄
 委
員
に
か
わ
る
委
員
候
補
者
二
名
（
定
員
一
名
）
の
推
薦
を
 も
と
め
 

ら
れ
て
い
た
が
、
左
記
の
二
氏
を
推
す
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
大
畠
 
清
 、
 
ニ
 、
野
村
暢
 清
 

報
一
 、
九
学
会
理
事
推
薦
の
件
 

九
 学
会
に
、
本
学
会
の
代
表
と
し
て
派
遣
す
る
理
事
の
人
選
に
 つ
 五
 %
 

協
議
し
た
結
果
、
従
来
ど
お
り
池
上
 底
 王
氏
を
推
薦
す
る
こ
と
 を
 決
定
 

ム
云
 

報
 

0
 
理
事
会
 

日
時
昭
和
三
八
年
一
一
月
二
五
日
 

-
 
月
）
 

一
セ
・
 三
 0
 時
｜
二
 0
.
0
0
 
時
 

一
 、
常
務
理
事
選
出
の
件
 

会
則
第
一
五
条
に
よ
り
、
常
務
理
事
の
互
選
を
行
っ
た
。
 
そ
 
の
結
 

果
 、
左
記
の
 一
 三氏
が
選
出
き
れ
た
。
 

大
畠
 清
 、
小
口
俸
 一
 
、
菅
用
吉
、
岸
本
英
夫
、
武
内
義
範
、
 

中
 川
秀
 

恭
 、
中
村
元
、
西
角
井
正
慶
、
住
戸
田
六
三
郎
、
古
野
清
人
、
 ぬ
 
一
郎
 

-
 
五
 0
 昔
順
 ）
 

増
 俗
文
雄
、
増
永
霊
 感
 

日
時
昭
和
三
九
年
三
月
二
セ
 
ロ
 
（
金
）
 

一
セ
 
・
 0
0
 
時
｜
二
 0
,
0
0
 

時
 

一
 、
一
月
二
五
日
、
岸
本
英
夫
氏
の
死
去
に
よ
り
常
務
理
事
に
 欠
員
が
 

生
じ
た
が
、
こ
れ
を
補
充
す
る
こ
と
は
し
な
い
 旨
 、
申
し
合
せ
 -
-
 

ヰ
 
@
@
@
 

。
 

な
お
、
岸
本
氏
未
亡
人
よ
り
、
学
術
奨
励
の
目
的
で
三
 0
 万
円
 の
寄
 

付
を
受
け
た
。
学
会
と
し
て
は
、
こ
れ
を
受
領
し
て
、
そ
の
 使
 途
 に
か
 

ん
し
て
は
、
次
回
ま
で
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

一
 、
昭
和
二
一
九
年
度
（
第
一
二
二
回
）
学
術
大
会
の
開
催
 
校
 と
し
 て
、
東
 

東
大
学
が
わ
か
ら
正
式
に
引
受
け
る
旨
の
申
出
が
あ
り
、
具
体
 的
 準
備
 

に
か
ん
し
て
は
、
本
部
事
務
局
と
連
絡
の
 う
え
 着
手
す
る
こ
と
 を
 諒
承
 

し
た
。
 

一
 、
昭
和
三
九
年
度
姉
崎
記
念
賞
審
査
委
員
と
し
て
、
会
長
か
 ら
 左
記
 

の
 士
民
 に
嘱
 委
す
る
こ
と
を
諒
承
し
た
。
 

武
内
義
範
、
田
島
信
之
、
西
義
雄
、
原
田
敏
明
、
福
井
康
 順
 、
 古
野
 

清
人
、
松
濤
 誠
廉
 

（
 
五
 0
 舌
順
 ）
 

新
人
会
員
紹
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岡
部
和
雄
東
京
都
世
田
谷
区
新
町
一
 ｜
一
 

三
七
三
木
 方 
東
大
 

大
学
院
 

長
谷
川
義
雄
山
梨
県
身
延
町
身
延
 清
住
 打
身
延
短
大
助
 教
授
 

経
理
課
長
 

藤
崎
信
日
立
市
神
峰
町
口
 ｜
 一
四
の
七
号
日
本
基
督
 
教
団
 

 
  
 

日
立
教
会
牧
師
 

 
 

 
 

渡
部
光
男
札
幌
市
 月
 寒
中
央
 四
｜
 
二
八
五
北
海
道
大
大
 学
院
 

 
 

 
  

 

酪
農
学
園
大
講
師
 

  

  

Kenta
長方形



    

 
 

  

執
 棄
老
紹
介
 

伊
藤
 
幹
 治
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
々
 員
 

松
山
康
国
関
西
学
院
大
学
講
師
 

荒
井
 

献
 

青
山
学
院
大
学
助
教
授
 

岡
部
和
雄
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 

舘
煕
道
 

富
山
大
学
教
授
 

平
川
彰
東
京
大
学
教
授
 

窪
 

宿
患
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
助
教
授
 

薗
田
 

稔
 

東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 

費
 補
助
金
の
交
付
を
 ぅ
け
 た
 こ
 と
を
附
記
し
ま
す
。
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部
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て
、
文
部
省
研
究
成
果
 刊
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行
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The Structure of Japanese Folk Religion in 

Rural Communities Based on Hierarchical 

Status Principle 

Mikiharu IT0 

The purpose of this paper is to analyse the characteristics of Japanese folk religion 

in relation to the structure of Japanese society. 

3 So far, the normal form of folk religion in Japanese folk society has generally 

been considered to exhibit a multi-layeredness of homogeneous cults. However, this _. 
. i  .-, is nothing more than a morphological analysis of extant folk religions. And if one 

approaches them from a socio-typological point of view, it will be rceognized that 

there is a certain amount of localization in the structure of folk religions. 

The present paper is based on a field survey in the villages of Oki Islands in Wes- 

tern Japan, which are built on a hierarchical principle of statuses called chiefs and 

adherents. As a result of investigation,I believe to be able to conclude that 1 . )  some 

structural features of folk religion can be regarded to symbolize the above hierarchical 

status principle and 2. )the existence within the same type of community of sweral 
% structural variations of folk religion enables the setting up of some sub-types of folk 
3- 

society. 



-- - - -- pp --- - - - 

Der Ungrund und das Bose 

2 
C Yasukuni MATSUYAMA 

,.. 
4 

Ich m6chte iiber zwei Grundformen der Selbstverneinung als der religiasen Methode 

nachdenken. Die erste Grundform ist die, dass der Mensch, der eigentlich das 

Nichtige ist, das Nichts, das es in seinem eigenen Grunde gibt, nichtet. Ich habe 

versucht, an der Eckhartschen h4ystik deutlich zu machen, was damit gemeint kt. 

Dieses Nichten des Nichts, das das Wirken des Menschen ist, trachtet nach der 

Abgeschiedenheit von aller Endlichkeit. Dieses Wirken ist eine dem Menschen ange- 



borene Neigung zu Gott. 

Aber der Mensch hat doch zugleich eine angeborene Neigung zum E%en. Die 

Angst des Menschen vor Gott wird das JXmonische genannt. Es ist das die zweite 

Grundform der Selbstverneinung, die ich in Anschluss an Kierkegaard zu d r t e r n  

suchte. Hier wird gezeigt, dass dieses Damonische von Gott genichtet wird. Dieses 

Nichten des Nichts, dessen Subjekt Gott selbst ist, erm6glicht den Sprung des Glau- 

bens. 

Zuletzt miichte ich, ausser diesen beiden religiken Grundformen, auch das Nichten 

des Nichts auch beim Nihilismus d r t e r n  und dabei mich vor allem auf Sartre 

beziehen. 



----- 

The Christology of the Evangelium Veritatis 

Sasagu ARAI 

There are differences of opinion about the christology of the Evangelium Veritatis 

(EV), especially in relation to its religious background. One admits in the EV a 

valentinian docetic christology; another denies it and combines it with the undocetic 

christology of the Odes o+ Solomon. The other finds in the EV rather anti-docetic 

christology and makes it originate from the syncretistic Christianity in Egypt. 

We can admit at least in the person of Christ of the EV no gnostic, to say nothing .' 

of docetic, elements. The christology of the EV in this meaning belongs to the 

so-called "spiritual christology", which we find in some writings, especially in the - 
Johannine writings of the New Testament. Concerning the soteriological work of 

Christ it stands again very near to the christology of the fourth Gospel, as far as 

both say: the death of Christ is the life for many. But, when this kind of christ- 

ology is connected with the gnostic-dualistic anthropology of the EV, it becomes I -, 

clearly gnostic.This gnostic tendency betrays itself especially in the question: why 

must Christ die? I t  is necessary for Christ to die, say with EV, to "desolve" his 

material "form", in order to desolve the unprimal of the mankind, that belongs to 

this world as the creature of the demiurge "plan&', or, to save in this way the 

primal "self" of mankind from this material and to make him rest in the heavenly 

world with Christ and His Father. 



This kind of christologv can originate from the Egyptian Christianity, whose 

christology has from the beginning both Johannine and gnostic, i. e. syncretistic 

characteristics. 



A Historical Study of the Translation 

of the Yii-lan-pen Sutras 

Kazuo OKABE 

The Yu-lan-pin class of sutras has been highly influential in Chinese and 

,-- Japanese Buddhism. The  chronological order of their formulation, hower, is not 
clear. This article, consequntly, hasgathered together and arranged from the stand- 

point of the researches on the history of translation of the sdtras, the various 

references in other literature to the Yu-lan-pin, and has pointed out various 

probiem related to these studies. The oldest catalogues of the siitras listed this work 

as thet "Yii-lan-ching", omitting the "P&nn, and held that its author was unknown. 

The Li-tai-sun-pao-chi notes its authory as Dharmarak~a of the Western Hsin, but 

this conclusion is mistaken. A comparison of the extant Yu-lan-pin-ching with the 

Pao-en-feng-pin-ching indicates that originally the two shtras were the same, but in 

the process of their promulgation, they became separate and independent. It is clear 

that the two Sdtras of this class, the Je-pin-chin-t'u-ching and the Chin-t'zt-yu-lan 

-pen-ching, which have not been included in the Tripitaka, were composed in 

China and are later than the Yu-lan-pin-cling. The most ancient quot from the Yii 

-1an-pin-ching occurs in the Ching-ch'u-sui-shih-chi of the Liang Period. The 

conclusion of the researches on the history of translation of the siitras will 
i 

show that this shtra first appeared in China during the Eastern Hsin. 
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Die Bedeutung des Augenblicks in Schleiermachers 

" ~ b e r  die Religion " 
Kido TACH1 

Nach Schleiermachers -uber die Religion" liegt zwischen der Religion und der 

- 120 - 



Moral ein strenger Unterschied. Die Moral ist das System der Vernunft und die 

Religion das System des reinen Gefuhls. In der damaligen deutschen Gelehcten-und 

Gedankenwelt herrschte die Ansicht, dass sowohl die Moral als auch die Religion im 

menschlichen Geistesleben nebeneinander stehen. Im Gegensatz dazu behauptet 

Schleiermacher, dass die Moral die vernunftigen Handlungen aus praktischem Sollen 

und die Religion die Universumsans~hauun~ aus reinem Gefuhl bedeuten. 

Damit ist angedeutet, dass der Mensch im Universum belebt ist und fiir sich selbst 

nicht lebt. Der andachtige und hingegebene Glauben aus reinem Gefuhl an das 

Universum als Weltgeist-das ist ja die Religion. Daher ist die Moral das 

System des menschlihen Willens und die Religion eines des Universumsgeistes. 

Darum grenzen das ReligiSse und das Moralische nicht aneinander auf derselben 

Enene des menschlichen Geisteslebns, vielmehr gibt die Religion die ursprunglichste 

Bedeutung nicht nur der Moral, sondern auch dem ganzen Geistesleben. Die vernunftige 

Moral beruht auf einem Selbstvertrauen. Der vemiinftige Mensch jedoch triigt in 

seinem Grunde einen Widerspmch, d. h. eine angeborene Selbstliebe. 

Wenn der Mensch aber seinen Selbstvertrauen aufgibt und sich dem grossartigen 

Universumswillen andachtig hingibt, entsteht die Universumsanschauung und der 

religiSse Mensch tritt ins Leben. Die Zeit, da der neue Mensch auf diese Weise 

geboren wird, ist in Schleiermachers "Reden uber die Religion" der "Augenblick" 

genannt. In diesem "Augenblick" wird der Mensch zum eigentlichen, wahrhaft men- 

schlichen Menschen, und er bekommt moralische Kraft von der Religion her. 

Im religitken "Augenblick" also werden Religion und Moral zwar voneinander 

getrennt, sie liegen jedoch ubereinander. An Hand dieses "Augenblicks" analysiert 

Schleiermacher das Wesen des Menschen auf eine existenz-philosophische Weise und 

macht klar, dass das menschliche Dasein eigentlich und urspriinglich religiSs ist. 




