
袖
が
 長
子
家
督
に
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
 大
き
く
ず
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
の
長
 
千
家
督
は
 、
 単
に
慣
行
と
し
 

 
 

て
 、
自
然
に
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
絶
え
ず
 権
 力
の
側
の
強
制
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
き
た
。
近
く
は
、
 戦
前
ま
で
施
行
さ
れ
た
同
氏
 
鱗
 

 
 

し
て
、
相
続
人
は
長
男
で
あ
る
こ
と
が
、
法
の
名
で
強
 要
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
 こ
 
1
 

節
 
島
を
選
ん
で
、
そ
の
相
続
慣
行
を
手
が
け
よ
 う
と
し
 

た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
。
島
民
は
、
そ
の
九
割
が
 ヵ
 ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
。
 

し
 

続
 

柏
 
か
も
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
、
そ
の
相
続
は
 、
い
 ね
 め
る
末
子
制
を
原
則
と
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
日
本
の
相
続
制
度
 

 
 

の 北で とる 。 本 
端 あ 黒 穂 

る と る 。 島は と " 
結 昭 は 後 
ん 和 、 に 
だ 二 合 述 

練 土 の べ 

の 九 行 る 一 

稿と 中央に 別 年 、佐 政所属戸 埠 、 
佳 世 で 補 完 布置 開 し｜ 保 ま 、 題 

てに佐保 い合 世に の   
佐 れ 黒 て 
せ る 島 " @ 
保 ま 町 黒 
の で で 島   
  化 が 続 
相 松 、 ， 慣 
の 浦 実 行 
浦 部 は に 
か 異 国 つ 

ら島立 、 村公 い て 

一 時 を 唱 固め 
問 え 丸 い 

十九島 あまり ちお ていた 

の 。 の う 

航 平 う の 
奉 圭三 戸 ち ま 

で 島 の と 
あ の 最 め 
る 南 大 と 

。 端 の す 

と と 島 る 
こ 酉   
ろ 彼 。 黒 と 

で 杵窒島 が 

こ 半 の で 

の 島 こ き 

カ
 
ト
リ
ッ
ク
島
の
相
続
慣
行
 

｜
 長
崎
県
黒
島
の
末
子
相
続
 ｜
 

内
 

藤
 

莞
爾
 



  

  

そ
こ
で
こ
の
示
唆
も
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
昭
和
四
 十
二
年
、
数
回
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
島
を
訪
れ
た
。
そ
し
 て
そ
の
調
査
結
果
の
 

一
部
は
、
す
で
に
 別
稿
 で
、
こ
れ
を
発
表
し
た
。
（
 

3
 ）
た
だ
こ
 の
 報
告
に
は
、
そ
の
後
、
不
備
な
点
も
認
め
ら
れ
た
が
 、
同
時
に
 、
 大
き
な
 課
 

題
 を
も
こ
れ
を
残
し
た
。
と
い
う
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 家
族
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
の
分
析
は
、
こ
れ
を
果
し
た
 。
け
れ
ど
も
仏
教
徒
に
 

関
し
て
は
、
相
続
者
の
続
柄
を
検
討
し
た
だ
け
で
、
 そ
 れ
 以
上
の
解
明
は
、
お
こ
な
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
 島
 の
 相
続
慣
行
全
体
の
解
 

釈
も
 、
こ
れ
を
欠
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
 本
 稿
で
 問
題
と
し
た
い
の
は
、
次
の
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
 第
一
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 

ハ
 
0
4
 
）
 

武
家
的
な
パ
タ
ー
ン
の
存
続
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

れ
ど
も
、
長
子
相
続
が
支
配
的
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
 0
 部
落
 は
 、
旧
平
戸
締
㌍
家
臣
 団
 で
っ
く
ら
れ
た
。
つ
ま
 り
 長
子
家
督
と
い
う
、
 

れ
に
背
け
ば
、
法
違
反
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
尻
の
カ
ト
リ
ッ
ク
家
族
で
は
 、
末
子
慣
行
が
続
け
る
 

れ
た
。
と
す
れ
ば
そ
こ
に
は
、
強
く
こ
れ
を
支
え
て
い
 る
も
の
が
予
想
さ
れ
て
く
る
。
手
が
け
よ
う
と
し
た
、
 
ひ
と
つ
の
動
機
で
あ
っ
 

た
 け

れ
ど
も
こ
の
島
に
注
目
し
た
の
に
は
、
実
は
も
う
ひ
 と
つ
の
誘
因
が
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
四
年
、
神
戸
大
学
が
 お
こ
な
っ
た
実
態
調
 

 
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
点
を
述
べ
る
と
、
次
の
 よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
 

ち
 こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
集
団
で
は
、
非
長
子
、
特
に
末
子
 の
 相
続
が
多
い
。
ま
た
財
産
の
分
与
は
、
諸
子
分
割
判
 で
 あ
る
。
具
体
的
に
い
う
 

と
 、
男
子
が
結
婚
す
る
と
、
新
居
を
建
て
て
、
こ
れ
を
 分
家
す
る
。
次
男
、
三
男
も
、
こ
れ
に
な
ら
う
。
そ
れ
で
 多
く
は
、
末
子
が
 オ
ヤ
 

ツ
 ギ
あ
る
い
は
 オ
ヤ
 ガ
 イ
 と
し
て
、
本
家
を
相
続
す
る
。
 

財
産
は
、
男
子
に
対
し
て
は
、
均
分
に
与
え
ら
れ
る
。
 し
か
し
 オ
ヤ
 ガ
 イ
 は
 、
 

親
の
老
後
を
看
る
の
で
、
別
に
隠
居
 田
 が
加
え
ら
れ
る
。
 
隠
居
田
の
広
さ
は
、
家
に
よ
る
け
れ
ど
も
、
お
よ
そ
 一
 斗
 蒔
き
（
約
五
 畝
 ）
 程
 

度
 で
あ
る
。
た
だ
親
は
隠
居
し
て
も
、
別
に
隠
居
所
を
 づ
 く
る
よ
う
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
母
屋
を
仕
切
 っ
て
、
こ
れ
を
隠
居
部
 

 
 

屋
 と
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
と
対
照
 的
な
の
が
、
仏
教
徒
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
村
と
い
う
 一
 部
落
に
し
か
居
な
い
け
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（
 
4
 
）
 

そ
こ
で
相
続
の
実
態
を
述
べ
る
ま
え
に
、
ま
ず
地
域
の
概
 

況
 に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
き
た
い
。
島
の
広
さ
は
、
 

九
 十
九
島
の
な
か
で
は
 

最
大
と
い
っ
て
も
、
 

五
 0
0
 町
に
す
ぎ
な
い
。
全
島
 

は
 と
ん
ど
花
嵐
岩
か
ら
成
る
。
断
崖
が
海
岸
線
ま
で
迫
っ
て
 

、
平
地
と
港
湾
と
に
 

乏
 

し
い
。
が
、
さ
し
て
高
い
山
も
な
い
。
人
口
約
二
、
 

0
 0
0
 人
で
、
こ
れ
が
八
部
落
に
分
か
れ
る
。
世
帯
数
か
ら
 

す
る
と
、
次
の
よ
う
で
 

あ
る
。
本
村
（
 

五
セ
 
）
・
 
蕨
 （
五
五
）
・
田
代
（
五
一
毛
 

，
 
名
切
 

・
日
数
（
一
一
一
 

0
 ）
 古
里
（
三
六
）
・
東
堂
 

平
 （
三
九
）
、
計
三
九
四
戸
。
こ
の
う
ち
本
村
は
仏
教
徒
 

、
 他
の
 
セ
部
諾
 
は
カ
ト
リ
ッ
ク
部
落
で
あ
る
。
な
お
 

最
 大
の
名
 
切
 部
落
は
 
、
木
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
艶
 他
 

目
 

原
 

島
 
 
 

け
れ
ど
も
、
 

農
 ・
 
漁
 と
も
、
専
業
は
い
た
っ
て
少
な
い
。
 

つ
ま
り
半
農
半
漁
、
そ
れ
に
出
稼
ぎ
 

 
 

 
 

ク
表
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

の
 仕
送
り
と
が
、
こ
の
島
の
経
済
を
支
え
て
い
る
、
 

と
見
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

宇
山
 そ
 

 
 

水
田
が
少
な
い
の
で
、
主
幹
農
業
は
畑
作
、
そ
れ
に
 

畜
 産
 と
い
う
こ
と
に
な
る
。
畑
作
は
 

、
 3
 

 
 

    
  

柏 

続 

の 

実 

態 

・
仏
教
 両
 教
徒
に
お
け
る
相
続
慣
行
の
比
較
で
あ
る
。
 あ
 わ
せ
て
こ
れ
に
つ
い
て
の
、
 若
 千
の
分
析
を
お
こ
な
っ
 て
み
た
い
。
第
二
は
二
 

こ
れ
ら
相
続
慣
行
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
述
の
 神
戸
大
学
報
告
者
が
述
べ
て
い
る
点
（
後
述
）
も
 、
こ
 れ
を
参
考
と
す
る
こ
と
 

が
で
き
る
。
が
 、
 他
の
所
説
も
含
め
て
、
総
合
的
に
検
 試
 す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

  



  

古
く
か
ら
の
 4
 モ
 と
麦
 と
が
中
心
で
あ
る
が
、
最
近
は
久
 -
 
作
の
一
部
が
馬
鈴
薯
と
玉
ネ
ギ
と
に
移
行
し
っ
 っ
 あ
る
 。
畜
産
は
、
和
牛
（
 一
 

九
 0
 頭
 ）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
肥
育
が
主
で
あ
っ
て
 、
生
産
生
（
 六
 0
 頭
 ）
は
少
な
い
。
が
ら
ん
一
頭
飼
 い
 で
あ
る
。
農
家
の
平
均
 

粗
 収
入
は
、
一
三
 ｜
 一
四
万
円
と
見
積
ら
れ
る
。
こ
れ
 で
く
ら
し
の
立
っ
わ
け
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
農
家
は
 、
 実
は
女
性
の
仕
事
と
 

さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
副
業
と
い
っ
た
性
格
が
強
く
 、
そ
 れ
で
男
子
は
漁
業
に
、
よ
り
傾
斜
し
て
い
く
。
漁
業
の
 中
心
は
磯
建
網
（
刺
網
）
 

と
 一
本
づ
り
、
そ
れ
に
タ
 イ
網
と
 吾
曹
 網
 と
で
あ
る
。
 い
ず
れ
も
沿
岸
不
漁
民
に
は
、
変
り
が
な
い
。
 ア
グ
り
 の
 網
元
も
廃
業
し
た
の
 

で
、
仝
ほ
地
場
の
漁
業
貸
本
家
も
見
ら
れ
な
い
。
船
は
 、
 無
動
力
船
を
含
め
て
、
 六
セ
隻
 だ
け
で
あ
る
。
水
場
 高
と
 し
て
は
、
イ
ワ
シ
が
 筆
 

頭
 で
あ
る
が
、
金
額
と
し
て
は
、
タ
々
，
伊
勢
エ
ビ
・
 ィ
 力
 ・
 ア
ヮ
ビ
 の
類
が
多
い
。
漁
協
を
通
じ
て
の
年
間
 販
 売
高
は
 、
ニ
 、
 五
 0
0
 

万
円
と
い
う
が
。
高
級
 魚
は
 、
唐
津
・
福
岡
・
下
関
市
 面
の
仲
買
 商
 へ
と
流
れ
る
。
 五
 、
 0
0
0
 万
円
程
度
と
見
 積
ら
れ
る
。
な
お
出
稼
 

ぎ
ほ
 つ
い
て
は
。
そ
の
実
態
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
 な
い
。
し
か
し
そ
の
家
計
で
占
め
る
割
合
は
、
か
な
り
 太
 き
い
と
見
て
よ
い
。
 送
 

金
額
は
、
年
三
 0
 １
匹
 0
 万
円
と
い
わ
れ
る
。
 出
 縁
者
 は
 、
年
間
、
一
 0
 力
月
 ぐ
ら
い
、
島
を
離
れ
る
。
帰
島
 す
 る
の
は
、
六
月
と
十
一
 

月
 と
に
集
中
す
る
。
六
月
に
は
、
麦
の
収
穫
 と
ィ
そ
 の
 

落
の
経
済
的
な
格
差
は
、
き
わ
め
て
低
い
。
対
象
と
し
 

部
落
、
仏
教
徒
の
そ
れ
と
し
て
は
、
本
村
部
落
を
採
り
 

な
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ん
、
 盆
と
 正
月
と
に
、
一
週
 

じ
に
く
ら
べ
て
、
本
村
（
 三
 ・
 0 反
 ）
 

は
 、
土
工
が
大
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
一
部
は
、
沖
仲
 

た
 地
点
で
あ
る
。
な
お
田
代
と
東
堂
 平
 と
を
採
っ
た
の
は
 

さ
て
問
題
の
相
続
慣
行
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
全
戸
を
扱
 ，
 

植
村
が
重
な
っ
て
く
る
。
ま
た
十
一
月
に
は
、
イ
モ
の
 収
 

仕
 に
も
従
事
し
て
い
る
。
 

あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
う
ち
東
堂
 平
 と
木
村
と
は
、
 

た
 三
部
落
の
一
一
 
p
 当
た
り
の
耕
地
も
、
田
代
（
五
・
六
 反
 

る
 。
け
れ
ど
も
本
村
は
、
唯
一
の
 港
 ・
白
馬
 港
 を
か
か
え
 

間
 ま
た
は
 一
 0 日
間
、
帰
っ
て
く
る
。
出
稼
ぎ
先
は
 、
 

、
も
っ
ぱ
ら
調
査
上
の
便
宜
で
あ
っ
て
、
他
意
は
な
い
 

っ
 こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
家
族
と
し
て
は
 

穫
と
麦
 ま
き
と
が
お
こ
 

京
阪
神
が
主
で
、
職
種
 

 
 

理
 p
 大
学
も
対
象
と
し
 

。
こ
の
島
の
場
の
合
、
部
 

て
い
る
。
そ
れ
に
石
工
 

田
代
と
東
堂
 平
 の
 二
 (458)   



う
が
、
長
子
相
続
へ
と
、
よ
り
傾
斜
す
る
。
な
お
 

非
 長
子
の
分
で
あ
る
が
、
ま
ず
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
仲
兄
 

三
一
 
%
 、
末
子
三
六
 
%
 と
、
   

リック島の栢 続 慣行 

だ 続 引 率 

け 人 く で 

力 と続、 どをとあ ろ 

こ別 、 柄カう ト 0 
れ に り す 
が 分 ッ な 

三 類 ク わ 
一 す 三 ち 

田代 老 、ると、 八戸、 
  
教 五 4 ム 東 
徒 0 教 堂 
は の 従 卒 

、 全 一 で 

車 戸 二 は 

、これ 例不足 、計 でま、 @ 戸 

  
全戸、 なっ五八こと 

本村 膠とて、 こな 一 

、 お る で 

半 よ 。 は 
介 そ こ 一 
を 三 れ 0 
出 分 が 戸 
る の 本 の 
こ 一 調 教 

と を 査 に   
な や 墓 は る 出るる。 。 礎数 
要 。 字 け 
す し で れ 
る か あ ど   

@ し る も 
4 ム 力 。 こ 

教 ト そ れ 
徒 り こ ら 

の ッ で を 

ほ ク 相 差 
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そ
の
他
の
副
業
も
付
着
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ほ
ぼ
 同
 じ
 レ
ベ
ル
と
押
え
て
よ
い
。
な
お
操
作
上
の
約
束
を
 
述
べ
る
と
 "
 本
調
査
で
 

は
 、
現
世
帯
主
が
相
続
し
た
場
合
を
「
相
続
 戸
 」
、
分
家
 し
た
場
合
を
「
分
家
」
と
し
て
扱
っ
た
。
そ
し
て
前
者
 だ
け
を
、
分
析
の
対
象
 

と
し
た
。
そ
れ
で
相
続
の
時
点
は
 、
 い
ろ
い
ろ
に
な
っ
て
 く
る
が
、
し
か
し
過
去
の
事
実
を
問
う
て
い
る
の
で
、
 
「
未
定
」
と
い
う
 ケ
｜
 

 
 

㈲
親
の
家
屋
敷
は
、
だ
れ
が
継
い
だ
か
、
㈲
親
の
老
後
 は
 、
だ
れ
が
 着
 た
か
、
 

の
 二
点
を
指
標
と
し
た
。
両
親
の
死
後
、
相
続
の
開
始
さ
 ぬ
 た
場
合
も
あ
る
の
で
、
㈲
の
指
標
は
、
相
続
 声
 の
す
 べ
て
に
は
適
用
で
き
な
 

い
 。
と
と
も
に
少
数
の
事
例
で
は
、
こ
の
二
つ
の
指
標
の
 あ
い
だ
に
、
 ズ
レ
 も
認
め
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
大
部
分
 で
は
、
こ
れ
が
同
一
人
 

に
 帰
着
し
て
、
相
続
人
の
確
定
が
な
さ
れ
た
。
な
お
い
，
 
つ
 ま
で
も
な
い
点
で
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
は
、
 位
牌
は
存
し
な
い
。
 位
 

牌
の
所
在
・
保
管
が
指
標
に
な
り
え
な
い
理
由
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
こ
の
相
続
 声
 で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 で
は
四
四
戸
、
本
村
（
仏
教
徒
）
で
は
二
二
戸
と
い
う
 こ
と
に
な
る
。
現
住
 

声
 の
う
ち
で
占
め
る
比
率
で
は
、
前
者
が
四
八
 %
 、
後
 者
が
四
 0
 膠
と
 算
定
さ
れ
る
。
た
だ
は
 げ
 し
い
社
会
流
動
 

へ
の
 

流
出
の
事
実
が
あ
る
の
で
、
こ
の
比
率
は
 、
 別
に
家
 関
 係
の
様
態
を
あ
ら
れ
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
相
続
 声
 の
う
ち
に
は
、
現
世
 

常
主
が
独
り
子
と
し
て
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
養
子
に
来
 た
 事
例
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
当
然
、
相
続
人
と
な
 る
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
 

0
 対
象
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
別
と
し
て
、
 整
理
す
れ
ば
表
 2
 の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
意
外
な
の
は
 、
 独
り
子
・
養
子
の
高
 

  



し
た
。
要
す
る
に
、
相
続
時
の
実
態
に
則
し
て
の
把
握
 で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
が
 ぅ
 ま
で
 

「
長
子
家
督
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
家
屋
敷
の
継
承
と
か
 、
 親
の
老
後
の
世
話
と
か
の
 

て
く
る
。
聞
取
り
調
査
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
理
由
で
あ
 る
 。
 

さ
て
相
続
人
は
、
以
上
の
よ
う
だ
と
し
て
も
、
も
う
ひ
 と
っ
の
問
題
が
残
さ
れ
る
。
 

か
ら
ん
で
、
こ
の
点
は
、
き
わ
め
て
重
要
だ
と
考
え
る
。
 神
戸
大
学
の
報
告
で
も
述
べ
 

分
 が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
島
民
か
ら
 聴
 取
 し
た
か
ぎ
り
で
も
、
そ
う
で
 

か
 。
や
や
く
わ
し
く
は
、
後
に
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
 が
 、
計
数
的
に
処
理
す
る
と
、
 

も
な
い
が
、
旧
民
法
当
時
、
戸
籍
面
は
、
す
べ
て
 

事
実
問
題
と
な
る
と
、
戸
籍
面
と
は
大
い
に
違
っ
 

財
産
相
続
の
点
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
末
子
相
続
と
 

て
い
る
よ
う
に
、
末
子
制
の
も
と
で
は
、
諸
子
 均
 

あ
っ
た
。
で
は
そ
の
実
態
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
 

表
 3
 の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
も
島
民
の
発
言
と
 

子
 

兄
子
 

予
予
 
ケ
 

 
 

  

 
 

独
奏
 
合
 

長
井
長
子
 

表 2 続柄 別栢続人 
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と
に
な
る
。
 

に
、
だ
い
た
 

見
ら
れ
る
。
 

る
で
あ
ろ
う
 

し
か
し
実
態
 

る
 。
末
子
は
 

だ
と
い
わ
れ
 

だ
け
で
は
な
 

は
 、
長
男
が
 し

た
が
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
長
子
・
仲
兄
・
末
子
 
の
 三
考
 

ッ
ク
 で
は
、
末
子
相
続
が
支
配
的
だ
と
さ
れ
 

そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
，
 

い
 分
散
し
て
く
る
け
れ
ど
も
、
仏
教
徒
で
は
、
長
子
へ
の
 

て
き
た
。
 

っ
に
 言
え
 

集
中
が
 

は
 、
そ
う
で
は
な
い
。
長
子
も
出
て
く
る
し
、
仲
兄
 
も
 現
わ
れ
 

、
三
分
の
一
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
仏
教
徒
で
は
、
 長
 手
相
続
 

て
き
た
。
な
る
ほ
ど
長
子
の
比
率
は
高
い
。
け
れ
ど
も
 長
 手
相
続
 

い
 。
こ
こ
で
も
仲
兄
や
末
子
が
登
場
し
て
く
る
。
な
お
 本
 調
査
で
 

死
亡
し
て
い
る
と
き
は
、
次
男
を
長
男
に
直
し
て
、
 こ
 れ
を
算
定
 

や
や
末
子
の
ほ
う
が
高
い
。
が
、
事
例
と
し
て
は
二
件
 多
い
だ
け
で
、
さ
し
た
 

る
 差
で
は
な
い
。
ま
た
仏
教
徒
で
は
、
仲
兄
一
六
 %
 、
末
 子
 二
五
 %
 と
い
う
こ
 



ま
た
仏
教
徒
で
は
、
非
長
子
も
相
続
人
に
な
り
 

ぅ
る
 と
 同
時
に
、
比
率
こ
そ
低
い
が
、
均
分
相
続
も
実
行
さ
 

れ
る
。
信
仰
別
の
二
分
法
、
 
 
 

  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

教 
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表 3 財産 相続分類 
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均
 
㏄
Ⅱ
㏄
化
 
抑
 
行
 
り
 ・
 門
卸
 

不
 
4
5
7
%
4
2
n
3
g
i
o
 

｜
ド
 す
る
。
が
問
題
は
、
信
仰
別
の
内
訳
で
あ
ろ
う
。
 特
 に
 カ
ト
リ
ッ
ク
 

に
お
け
る
均
分
 制
 が
注
目
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
 ろ
が
こ
の
カ
ト
リ
 

ッ
ク
 で
も
、
均
分
の
比
率
は
、
半
分
（
五
一
 
%
 ）
を
占
め
る
 に
す
ぎ
な
い
。
 

不
均
分
が
四
三
 %
 に
当
た
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
た
 仏
教
徒
で
は
、
 
事
 

例
 不
足
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
す
が
に
不
均
分
（
 セ
五
 膠
 ）
の
比
率
が
高
 

い
 。
に
し
て
も
、
均
分
相
続
（
二
五
 %
 ）
を
否
定
す
る
 も
の
で
は
な
い
。
 

さ
ら
に
続
柄
別
に
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
カ
ト
リ
ッ
 ク
 で
は
、
こ
の
 

別
に
よ
る
差
異
は
、
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
低
い
。
と
り
わ
 け
 問
題
の
末
子
で
 

も
 、
均
分
・
不
均
分
は
、
あ
い
半
ば
し
て
い
る
。
な
お
 長
子
で
は
、
均
分
 

が
 四
一
 %
 を
占
め
る
。
不
均
分
（
三
三
 %
 ）
よ
り
、
 
ケ
 ｜
ス
 と
し
て
は
 
一
 

例
 多
 い
 。
ま
た
仏
教
徒
で
は
、
仲
兄
・
末
子
は
い
ず
れ
 
も
 不
均
分
で
あ
 

る
 。
と
こ
ろ
が
長
子
で
は
、
均
分
三
例
（
四
二
 %
 ）
 、
不
 均
分
四
例
（
 五
 

セ
 %
 ）
と
、
両
者
が
接
近
し
て
く
る
。
要
す
る
に
 カ
ト
 り
ッ
ク
 は
、
末
子
 

制
 Ⅱ
分
割
 制
 、
仏
教
徒
は
、
長
子
制
Ⅱ
一
括
 制
 と
い
わ
 れ
な
が
ら
も
、
 
実
 

態
 は
そ
う
で
は
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
家
族
の
相
続
に
も
、
 長
子
が
現
わ
れ
 

る
 。
と
と
も
に
、
財
産
相
続
で
は
、
不
均
分
の
分
割
も
 お
こ
な
わ
れ
る
。
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事
実
と
は
、
大
き
く
喰
い
違
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
 相
 綾
戸
の
全
体
で
は
、
均
分
四
四
 %
 、
不
均
分
五
一
 %
 で
、
 後
考
の
ほ
う
が
や
や
 り
 



三
 、
若
干
の
説
明
と
分
析
 

そ
れ
で
以
下
、
資
料
を
補
足
し
つ
つ
、
前
節
の
整
理
 結
 異
に
 つ
い
て
、
若
干
の
説
明
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
 い
 。
そ
し
て
当
面
、
 

問
題
は
末
子
相
続
と
い
う
特
殊
慣
行
の
究
明
に
あ
る
の
 で
、
焦
点
は
、
こ
の
慣
行
の
成
立
基
盤
に
つ
い
て
述
べ
る
 
そ
う
い
う
こ
と
に
な
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
貧
困
の
た
め
に
、
家
庭
内
の
人
口
圧
 

だ
い
た
い
末
子
相
続
（
三
才
 
ョ
 。
幣
田
口
 お
 ）
の
成
立
に
関
 

を
 解
消
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
さ
い
わ
 

し
て
は
、
諸
説
が
展
開
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
一
般
的
 

ぃ
 外
部
に
、
こ
れ
を
 吸
 

な
 理
解
は
 、
 次
の
よ
 

う
 に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
分
析
的
に
い
え
ば
、
 

内
的
要
因
と
し
て
の
貧
困
と
、
外
的
要
因
と
し
て
の
 広
 義
の
労
働
市
場
の
存
在
 

牧
 す
る
労
働
市
場
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
子
ど
も
 た
ち
は
、
成
人
と
と
も
に
家
を
出
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
 末
子
が
留
ま
っ
て
 、
親
 

の
 扶
養
者
に
な
る
。
と
と
も
に
、
そ
の
家
を
相
続
す
る
こ
 と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
歴
史
法
学
者
，
ヴ
ィ
 ノ
グ
 ラ
ド
フ
（
㌧
・
 せ
丁
 

目
 0
 ㏄
Ⅱ
の
 

巨
 0
 由
 ）
の
主
張
で
あ
る
。
（
 

6
 ）
そ
し
て
か
れ
の
場
合
、
 

こ
れ
ら
内
外
二
要
因
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
 貧
困
と
い
う
内
的
要
因
 

を
 重
視
す
る
。
分
封
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
こ
れ
が
必
然
 的
な
動
機
だ
か
ら
で
あ
る
。
帝
政
ロ
シ
ア
の
こ
ろ
、
搾
取
 さ
れ
た
農
民
は
、
さ
か
 

ん
に
流
出
・
逃
亡
を
く
わ
だ
て
た
。
こ
れ
が
ヴ
ィ
 ノ
グ
 -
 
フ
ド
フ
 を
し
て
、
こ
の
説
を
主
張
さ
せ
た
と
い
う
。
と
こ
 ろ
 で
か
れ
に
さ
き
だ
つ
 

で 続 は る ま 
あ 人 三 よ た 
る ・異 種 う こ 

。 子 類 に れ 
の が 、 に 

あ 台 兵 続 
い ま 通 柄   
で る 基 を   
" つ さ ロ 

均 ま え ス 
等 り 推 し 

労 相 定 た 
割 続 さ 四   
タ め て 法 
テ 単 く は 
マ 独 る   
エ Ⅱ 。 実 
と 一 な 態 

し キ舌 お カュ 

て の さ ら 

ぃ 継 き す 
る 承 は れ 

。 と ど ば   
い し ら こ 
か か 不 こ 
え ら 均 で 
る ざ 分 は 
と る と 適 

、 場 い 用 

相 合 う で 
続 と 表 き 

大 で 現 な 
な あ を い   
に 。 つ む 

す 役 て し 

れ 者 き ろ 

は " はた " けの そ 
諸 そ れ 背 

㍉     の ど 緩さ 

均 は も @ 
分 と 、 は 
と ん 実 、   
っ が こ @ 
た 非 れ 述 
形 相 に べ 
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民
族
学
者
・
フ
レ
ー
ザ
ー
（
 
田
 （
 q
.
 

田
田
 

い
 
の
こ
で
は
、
 反
対
に
外
的
要
因
が
重
視
さ
れ
て
く
る
。
（
 

7
 ）
も
と
も
と
 フ
 レ
ー
ザ
ー
の
考
え
か
た
 

は
 、
「
牧
人
税
」
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
流
動
を
常
 

と
す
る
民
族
に
、
こ
の
相
続
慣
行
が
付
着
す
る
、
と
い
う
 

見
 か
た
で
あ
る
。
遊
牧
 

民
は
 、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
つ
ま
り
牧
草
資
源
を
追
っ
て
 

、
ど
こ
へ
で
も
家
族
の
分
封
が
で
き
る
。
年
長
者
か
ら
 

分
か
れ
て
い
く
の
で
、
 

結
 

果
 と
し
て
は
、
末
子
相
続
が
実
現
す
る
。
た
だ
フ
レ
ー
 

ザ
 ー
に
 ょ
 れ
ば
、
も
し
社
会
流
動
が
原
因
だ
と
す
れ
ば
、
 

こ
れ
は
遊
牧
民
に
は
か
 

ぎ
 う
な
い
。
農
耕
 
民
 で
も
、
こ
れ
が
成
立
す
る
。
す
な
 

わ
ち
移
動
式
の
農
法
に
し
た
が
う
諸
民
族
が
こ
れ
で
あ
る
 

。
こ
う
し
て
か
れ
は
、
 

焼
畑
農
民
の
相
続
慣
行
に
注
目
す
る
。
い
わ
ぬ
 

る
 「
 刀
 耕
 火
種
」
、
火
田
民
の
そ
れ
で
あ
る
。
特
に
ア
ッ
サ
ム
 

か
 ら
 中
国
の
西
南
諸
民
族
 

の
 末
子
相
続
を
挙
げ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

た
だ
日
本
の
場
合
に
は
、
こ
の
外
的
要
因
、
し
た
が
っ
て
 

フ
レ
ー
ザ
ー
説
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
適
用
で
き
な
い
。
 

原
文
化
・
基
層
文
化
 

は
 別
と
し
て
、
遊
牧
や
焼
畑
は
、
今
日
的
な
段
階
で
は
、
 

も
う
説
明
の
道
具
に
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
に
ヴ
ィ
 

ノ
 グ
 ラ
ド
フ
の
労
働
市
場
 

鈍
も
、
都
市
化
と
産
業
化
の
進
行
し
た
明
治
以
降
は
 

、
別
 で
あ
る
。
が
そ
れ
以
前
の
時
代
を
説
明
す
る
に
は
、
 

こ
 れ
ま
た
説
得
的
で
は
な
 

い
 。
事
実
、
日
本
で
は
、
こ
の
末
子
慣
行
は
明
治
以
降
の
 

も
の
で
ほ
な
い
。
黒
島
で
も
、
少
な
く
と
も
明
治
初
年
 

に
は
、
こ
の
存
在
を
確
 

誌
 す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
フ
レ
ー
ザ
 

｜
 説
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
「
 

開
 拓
説
 」
と
し
て
修
正
さ
 

れ
て
く
る
。
つ
ま
り
未
墾
 
地
 ・
開
拓
地
の
存
在
で
あ
る
。
 

そ
し
て
農
家
の
過
剰
人
口
は
、
こ
う
し
た
土
地
に
目
っ
 

て
 、
流
出
し
、
そ
こ
に
 

節
 
定
住
す
る
。
一
般
に
長
男
か
ら
出
る
の
で
、
結
局
は
 

末
子
相
続
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
川
善
之
助
 

  

嫌
 
確
認
し
て
、
「
山
浦
型
」
と
名
付
け
た
。
労
働
市
場
 

を
 求
め
て
他
出
す
る
、
「
千
筋
 
型
 」
と
対
照
さ
せ
る
 
意
 味
 で
あ
る
。
ま
た
大
石
慎
三
 

（
 
9
 ）
 

ク
虫
ナ
 と
は
 
徳
 Ⅱ
前
期
の
相
続
形
態
と
耕
地
の
増
大
 
（
新
田
開
発
）
と
の
相
関
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
巨
視
的
 

に
 把
握
し
て
い
る
。
 

島
 
い
よ
 

ル
 

そ
こ
で
ま
え
に
戻
っ
て
、
貧
困
と
い
う
内
的
要
因
 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
困
難
な
問
題
に
遭
遇
す
 

る
 。
と
い
う
の
は
、
こ
の
 
末
 

 
 

い
る
点
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ザ
ー
か
ら
発
す
る
「
開
拓
型
 

」
だ
と
、
こ
の
分
封
は
 
、
考
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て
い
る
。
黒
島
も
、
そ
の
経
営
規
模
か
ら
し
て
、
 

ろ
う
。
 島
岐
 部
も
含
め
て
、
最
大
の
末
子
慣
行
 地
 

セ
反
 と
い
う
全
国
最
低
を
記
録
し
て
い
る
。
 ま
 

か
ら
す
れ
ば
、
貧
困
は
末
子
相
続
ど
こ
ろ
か
、
 反
 

Ⅱ
単
独
相
続
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 次
 三
男
は
 、
 

出
て
い
く
。
ヴ
ィ
 ノ
グ
 ラ
ド
フ
の
労
働
市
場
 説
に
 

い
う
次
代
の
幹
を
残
し
て
、
 次
 三
男
と
い
う
枝
葉
 

し
て
も
、
さ
き
の
貧
困
ゆ
え
に
権
利
意
識
を
生
ま
 

い
わ
け
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
、
黒
島
 

に
 末
子
相
続
、
特
に
財
産
の
分
割
と
は
結
び
つ
か
 

ま
っ
た
く
無
関
係
だ
と
い
う
の
で
ほ
な
い
。
た
だ
 

だ
か
ら
貧
困
が
関
係
し
て
く
る
と
し
て
も
、
そ
れ
 こ

の
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
が
、
好
例
は
、
お
そ
ら
く
 鹿
 児
島
県
下
と
い
う
こ
と
に
な
 

帯
 と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
う
ら
は
ら
 に
 、
農
家
の
平
均
反
別
は
 、
五
 

た
こ
の
耕
地
の
六
割
は
、
生
産
力
の
低
い
畑
地
で
あ
る
。
 と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
体
験
 

射
 に
長
子
家
督
と
も
結
び
つ
い
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
財
 産
は
 、
当
然
、
長
子
の
一
括
 

ほ
と
ん
ど
分
前
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
な
い
。
 

い
 わ
ゆ
る
 稼
ぎ
出
し
分
家
の
形
を
採
っ
て
 

似
て
く
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
他
出
す
る
の
が
長
男
 で
は
な
い
。
か
え
っ
て
長
男
と
 

を
 払
お
う
と
す
る
。
貧
困
の
た
め
に
、
そ
 う
 せ
ざ
る
を
・
 え
な
、
 
の
で
あ
る
。
し
 

-
l
 

l
 
 

）
 
い
 ず
れ
に
 

な
い
と
い
う
の
は
、
解
釈
と
し
て
は
成
立
す
る
。
け
れ
 ど
も
現
実
に
は
、
支
持
で
き
な
 

の
 相
続
慣
行
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
わ
れ
わ
れ
 は
 、
さ
き
に
貧
困
は
必
然
的
 

な
い
点
を
指
摘
し
た
。
け
れ
ど
も
末
子
相
続
を
規
定
す
 る
も
の
と
し
て
、
内
的
要
因
が
 

わ
れ
わ
れ
の
挙
げ
る
の
は
、
貧
困
で
は
な
い
。
む
し
ろ
 家
庭
内
の
人
間
関
係
で
あ
る
，
 

は
 、
人
間
関
係
と
い
う
 コ
 の
 丁
毛
 。
や
を
通
じ
て
、
相
続
 
へ
の
規
制
要
因
と
し
て
働
い
 

え
っ
て
相
続
義
務
感
を
助
長
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

@
0
@
 

事
実
、
末
子
慣
行
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
お
お
 

む
ね
貧
困
地
帯
に
属
し
 

 
 

え
か
た
に
よ
っ
て
は
、
家
族
集
団
の
成
長
と
も
採
れ
る
。
 し
た
が
っ
て
財
産
の
分
与
を
と
も
な
っ
て
も
、
こ
れ
は
 お
か
し
く
な
い
。
し
か
 

し
 貧
困
が
動
機
と
な
る
か
ぎ
り
、
諸
子
分
与
は
、
は
な
は
 だ
 理
解
に
苦
し
む
点
で
あ
る
。
貧
困
に
も
か
か
わ
ら
 す
 、
財
産
の
分
割
が
お
こ
 

な
わ
れ
る
。
い
い
か
え
る
と
貧
困
の
拡
大
・
再
生
産
の
過
 程
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
れ
に
つ
い
て
一
部
の
学
者
は
、
 次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 

る
 。
つ
ま
り
貧
困
の
た
め
に
、
相
続
に
対
す
る
権
利
息
 識
が
ぅ
 す
く
な
る
。
い
や
親
の
扶
養
や
消
極
財
産
を
負
う
 こ
と
さ
え
も
あ
る
。
 
か
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て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
 、
家
庭
内
の
不
和
・
葛
藤
・
緊
張
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
 。
そ
し
て
こ
れ
を
回
避
 

す
る
サ
イ
ク
ル
，
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
末
子
相
続
と
 い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
着
想
は
 、
 実
は
わ
れ
わ
れ
が
 黒
 島
 調
査
に
さ
き
だ
つ
 
、
 

（
は
）
 

幾
度
も
の
経
験
か
ら
え
ら
れ
た
。
が
、
こ
の
点
に
注
目
 し
た
学
者
は
、
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
。
事
実
、
こ
の
人
 問
 関
係
の
不
調
和
や
結
 

滞
は
、
 時
と
し
て
伝
統
的
に
確
立
し
た
制
度
で
さ
え
も
、
 こ
れ
を
空
洞
化
し
て
し
ま
う
。
極
端
な
例
で
は
あ
る
け
 れ
ど
も
、
中
国
の
相
続
 

制
度
が
こ
れ
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
国
で
は
、
 方
頭
相
続
を
タ
テ
マ
 エ
 と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
分
 産
 は
、
 親
の
生
前
に
は
な
 

す
べ
き
で
な
い
、
と
し
て
教
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
 自
 身
 、
不
孝
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
 

睦
 族
の
精
神
に
も
反
す
 る
か
ら
で
あ
っ
た
。
 
と
 

こ
ろ
が
実
際
に
は
、
こ
れ
が
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
る
。
 戦
前
で
あ
る
が
、
費
孝
通
は
、
か
れ
の
郷
里
・
江
蘇
 省
 関
弦
 弓
の
 モ
ノ
グ
ラ
フ
 

（
 
つ
 
l
 
0
 
）
 

で
、
父
子
の
争
い
に
よ
る
 分
産
 過
程
を
生
彩
に
え
が
い
て
 い
る
。
が
、
戦
中
、
か
れ
の
お
こ
な
っ
た
雲
南
 省
 の
 調
 査
 で
は
、
生
前
分
割
は
 

「
む
し
ろ
一
般
の
慣
習
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
 が分
 産
の
原
因
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
入
縁
に
よ
る
 家
 庭
 関
係
の
 
ヒ
ズ
ミ
、
あ
 

-
4
 

I
 ）
 

る
い
は
兄
弟
間
の
感
情
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
ど
で
あ
る
。
 も
っ
と
極
端
な
の
は
、
高
砂
族
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
 ア
 ミ
 族
は
、
母
系
 制
 を
採
 

っ
て
い
る
が
、
そ
の
部
族
、
馬
人
 鞍
 
・
大
日
壁
糸
 の
ア
，
 、
で
は
 、
一
族
 集
 居
を
本
体
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 
数
組
の
夫
婦
が
同
居
す
 

る
 。
が
、
こ
こ
で
も
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
。
「
 然
レ
ト
 
モ
 聚
合
家
族
制
度
二
件
 フ
 欠
陥
ト
シ
テ
、
家
族
 ノ
 人
数
 多
キ
タ
メ
 、
不
和
 ヲ
生
 

-
 
巧
 ）
 

ス
ル
 事
ア
り
テ
 、
一
家
平
和
 ノ
タ
メ
、
止
ム
ナ
 
ク
分
家
 ヲ
 許
ス
事
 ア
リ
」
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
 

 
 

の
も
の
を
扱
 う
 こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
 別
稿
 で
は
 、
計
数
的
に
二
点
に
つ
い
て
 

栢
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
み
た
。
ひ
と
つ
は
、
家
族
戚
 

続
 

員
 、
と
り
わ
け
子
ど
も
の
数
で
あ
る
。
他
は
、
相
続
が
 父
の
生
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
 

（
 
6
 
i
 ）
 

 
 

島
か
 、
そ
れ
と
も
死
後
に
な
さ
れ
た
か
の
点
で
あ
る
。
 そ
こ
で
お
の
お
の
に
つ
い
て
、
簡
単
に
分
析
結
果
を
示
 す
こ
と
に
し
た
い
。
 

 
 

ま
ず
家
族
成
員
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
高
 砂
族
 で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
多
人
数
世
帯
 で
は
、
一
般
に
人
間
 

 
 

 
 力

 
関
係
が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
く
る
。
特
に
カ
ト
リ
ッ
 ク
 で
は
、
家
族
計
画
が
宗
教
の
名
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
 。
そ
し
て
こ
の
多
人
数
と
い
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五
・
五
人
な
の
で
か
り
に
五
人
の
と
こ
ろ
で
区
切
っ
て
 、
 こ
れ
と
長
子
・
非
長
子
面
相
続
と
を
相
関
さ
せ
る
と
、
 表
 5
 
 （
カ
ト
リ
ッ
ク
）
 

お
よ
び
表
 6
 
 （
仏
教
徒
）
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
 ま
 ず
 カ
ト
リ
ッ
ク
の
長
子
相
続
で
は
こ
の
五
人
ラ
イ
ン
が
 分
 岐
 点
と
は
な
っ
て
こ
な
 

い
 。
い
い
か
え
る
と
、
多
子
・
少
子
に
よ
っ
て
、
長
子
相
 続
 と
い
う
形
は
、
規
制
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
 と
こ
ろ
が
非
長
子
相
続
 

均
 
5
8
 

 
 

 
 

教
 

 
 

 
 

子
 

有
 

Ⅱ
。
ね
ね
 

4
 

カ
 ツ
 

 
 

妻
 

数
数
 

倶
子
 

千
晃
 

表 5 石子数 ( カトリック ) 

 
 

長
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@
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Ⅰ
 

  

 
 

5
5
 

長
 

  

下
士
 

旭
旭
計
 

5
6
 

 
 

表 6 石子数 ( 仏教徒 ) 

  

長
即
 
㏄
Ⅰ
 

レ
ビ
 
Ⅰ
 

リ
 @
 

  

  

 
 

a
1
 

長
 

 
 

 
 

 
 5

6
 

で
は
 

0
.
 

四
人
の
差
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
 

ど
も
問
題
は
、
子
ど
も
の
数
が
サ
イ
ク
ル
・
メ
 

ニ
ズ
ム
と
し
て
、
機
能
す
る
か
ど
う
か
の
点
で
 

ろ
う
。
つ
ま
り
も
と
も
と
多
人
数
世
帯
の
う
 

に
、
子
ど
も
の
結
婚
、
次
い
で
孫
の
出
産
と
 

る
。
こ
の
た
め
に
、
長
男
か
ら
分
家
し
て
、
 

居
 、
非
長
子
相
続
が
実
現
す
る
か
ど
う
か
、
 と
 

っ
た
 筋
で
あ
る
。
そ
こ
で
子
ど
も
数
の
平
均
は
 、 い 結 な え あ 力 れ 

う
の
が
、
家
族
の
分
封
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
は
、
 次
 の
 申
請
者
で
も
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
鳥
の
 一
 農
民
 が
 農
業
委
員
会
に
提
出
 

し
た
、
農
地
転
用
の
申
請
で
あ
る
。
 

申
請
者
は
現
在
十
五
人
家
族
の
農
家
で
あ
り
ま
す
が
、
一
軒
の
 家
に
十
五
人
が
雑
居
し
て
い
ま
す
の
で
、
別
に
住
家
を
建
て
、
 長
男
・
子
供
を
分
家
 

さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
宅
地
が
な
く
、
現
在
の
申
請
地
は
 、
宅
地
と
宅
地
に
は
さ
ま
れ
た
畑
で
、
収
穫
量
は
ほ
ど
ん
ど
な
 く
 、
そ
の
上
、
竹
の
根
 

が
た
え
ず
侵
入
す
る
の
で
、
こ
れ
を
宅
地
と
し
て
転
用
い
た
し
 た
く
、
申
請
に
及
ん
だ
次
第
で
あ
り
ま
す
（
昭
和
三
十
年
Ⅰ
 

そ
こ
で
相
続
当
時
の
子
ど
も
の
平
均
数
を
算
定
す
る
と
、
 表
 4
 の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
（
 
五
 ，
八
人
）
と
仏
教
徒
 

（
四
・
八
人
）
で
は
、
 
一
 ・
 0 人
の
差
が
見
ら
れ
る
。
 
ま
 た
 相
続
人
は
、
男
子
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
で
、
男
子
の
平
 均
数
 を
み
る
と
、
こ
こ
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前
 ・
死
後
と
も
、
長
子
と
末
子
と
の
中
間
に
当
た
っ
 

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
仏
教
徒
で
は
、
形
は
か
な
り
違
っ
て
 

く
る
。
な
る
ほ
ど
死
後
相
続
 
0
0
 

      ，ク 島の相続慣行 

が 翅 よ あ 
逆 ） れ ろ 
と は ば ぅ 

@@ ワん ホ 

る ひ 力 つ 
。 じ ト ま 

長 よ り り 

子 ラ ッ 死 
が に ク 後 
半 低 に 相 
ば ぃ 関 続   
上 そ て は 

（しは 五て、 、よ 
三 床 だ り、 
忽 子 ぃ 長 
） で た 子 

を は い や 
占 、 こ 仲 
め こ の 兄 
る れ こ の 
の が と 現 
に ち が わ 
  ょ 裏 れ 

末 う づ る 
子 ど け こ 
の 半 ら と 
事 ば れ が 
例 （ る 推 
（ 五 。 定 

一 0 す さ 

れる 八 % ） 膠 わ な 

） に ち 。 

は 達 生 で 
三 す 前 は 
割 る 相 実 
に 。 続 態 
満 と で は 

たこは なろ " ど " 
い が 長 う 

。 克 子 で 

そ 後 の あ 
し 相 出 ろ 
て 統 る う 

仲 で 比 か 
兄 は 率   
は   （ 表 
" こ 一 " 7 

生 れ 三 に 

(467) 

と
な
る
と
、
こ
れ
は
よ
り
多
子
へ
と
結
び
つ
い
て
く
る
。
 非
長
子
相
続
を
お
こ
な
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
家
族
の
う
ち
 、
三
セ
 膠
は
、
王
子
 以
 

下
の
家
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
残
り
の
六
三
 %
 は
 、
 六
人
以
上
の
有
子
家
庭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
 仏
 教
徒
で
は
、
事
例
 は
僅
 

少
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
長
子
相
続
は
 、
 大
き
く
五
人
以
 下
 に
傾
斜
し
て
く
る
。
八
三
 %
 が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
 非
長
子
相
続
で
は
、
 そ
 

れ
ほ
ど
で
は
な
い
。
が
、
五
人
以
下
が
四
割
、
六
人
以
 上
 が
六
割
と
い
う
の
で
、
や
は
り
多
子
へ
の
傾
斜
は
見
ら
 れ
る
。
要
す
る
に
多
子
 

の
た
め
に
、
非
長
子
相
続
が
多
少
で
も
促
が
さ
れ
る
。
 こ
 の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
 

次
の
点
に
移
り
た
い
。
生
前
相
続
か
死
後
相
続
か
の
 別
 で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
を
問
題
と
し
た
の
は
、
ほ
か
で
 も
 低
い
。
前
述
の
よ
 

う
に
、
こ
の
島
の
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
末
子
相
続
が
一
般
 的
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
実
態
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
 う
 で
は
な
か
っ
た
。
仏
教
 

徒
 で
も
、
長
子
相
続
一
色
に
塗
り
っ
ぶ
さ
れ
た
の
で
は
 な
か
っ
た
。
さ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
で
あ
る
。
末
子
が
 あ
と
を
継
ぐ
の
が
 パ
タ
 

 
 ン
 だ
と
し
て
も
、
こ
れ
に
は
前
提
が
あ
る
。
つ
ま
り
家
族
 の
 サ
イ
ク
ル
が
自
然
に
経
過
し
た
と
き
に
は
、
そ
う
い
 う
こ
と
に
な
る
 0
 い
 

い
か
え
る
と
、
末
子
が
社
会
的
成
人
に
達
し
、
あ
る
い
は
 達
し
よ
う
と
し
た
こ
ろ
ま
で
、
親
は
存
命
で
あ
っ
た
。
 こ
う
し
た
場
合
に
は
、
 

親
か
ら
末
子
へ
の
バ
ト
ン
・
タ
ッ
チ
が
可
能
と
な
っ
て
 く
る
。
け
れ
ど
も
そ
う
な
る
と
は
か
ぎ
み
な
い
。
具
体
的
 に
い
え
ば
、
中
途
で
の
 

父
の
死
で
あ
る
。
世
帯
主
が
死
亡
す
れ
ば
、
と
に
か
く
 次
の
世
帯
主
を
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
末
子
は
 、
ま
 だ
 成
長
し
て
い
な
い
。
 

と
す
れ
ば
、
す
で
に
成
人
し
て
い
る
子
ど
も
、
あ
る
 ぃ
 は
 近
く
成
人
す
る
子
ど
も
が
、
こ
れ
に
選
ば
れ
る
。
こ
れ
 は
 、
当
然
と
す
べ
き
で
 



 
 

時
 

統
合
 

き
な
木
目
 

の
在
 

戸
 

主
父
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表 7  生前相続・死後相続 教 
生前死後   " - 口 @  一 十生前死後   " 一 口 - - 十 長 子 13.7 53.3 31.61 r71.4 40.0 58.3   

- - ロ - - 十 
  100   Ⅰ 00   100   100   100   100 

で
は
。
カ
ト
リ
ッ
ク
 と
 類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
 な
お
事
例
不
足
の
た
め
、
断
言
は
で
 

き
な
い
。
は
っ
き
り
異
な
る
の
は
、
生
前
相
続
の
場
合
 柄
 
」
あ
る
。
こ
こ
で
は
長
子
が
七
割
を
占
 

め
て
く
る
。
 

さ
て
生
前
相
続
と
は
、
親
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
隠
居
の
古
 
チ
 実
を
指
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
 

た
 よ
 う
 に
、
こ
の
鳥
の
隠
居
は
、
制
度
化
さ
れ
て
は
い
な
 い
 。
と
と
も
に
、
別
居
隠
居
で
は
な
 

い
 。
な
る
ほ
ど
壬
申
戸
籍
（
明
治
初
年
）
の
へ
ん
で
は
、
 隠
居
分
家
ら
し
い
も
の
も
見
ら
れ
 

る
 。
し
か
し
今
日
で
は
、
こ
れ
も
姿
を
消
し
て
い
る
。
が
 、
実
質
的
に
は
、
隠
居
が
お
こ
 な
わ
 

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
間
違
い
が
低
い
。
と
こ
ろ
が
 こ
の
隠
居
で
は
、
仏
教
徒
は
そ
の
跡
を
 

長
男
に
譲
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
 あ
る
。
と
す
れ
ば
、
か
れ
ら
に
お
け
る
 

長
子
相
続
の
姿
勢
は
、
か
な
り
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
 な
る
。
し
か
し
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
 

う
か
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
は
、
直
接
、
こ
れ
を
検
証
す
る
 だ
け
の
資
料
を
持
た
な
い
。
に
し
て
 

も
 、
こ
の
生
前
相
続
の
場
合
、
相
続
時
の
父
の
年
会
 に
 注
目
す
る
と
（
表
 
8
 ）
、
だ
い
た
い
 六
 

五
｜
七
 0
 才
の
あ
い
だ
に
納
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
 カ
 ト
リ
ッ
ク
で
は
、
長
子
，
非
長
子
相
続
 

と
も
六
八
才
、
仏
教
徒
で
は
、
長
子
相
続
六
五
才
、
 非
 長
子
相
続
 七
 0
 才
 と
い
う
こ
と
に
な
 

る
 。
つ
ま
り
こ
の
へ
ん
が
就
労
可
能
の
限
界
で
、
そ
こ
で
 世
代
の
交
替
が
な
さ
れ
る
も
の
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
点
は
、
両
教
徒
と
も
、
ほ
と
 ん
ど
変
り
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
と
 

き
 長
男
、
つ
ま
り
相
続
人
の
年
会
（
 同
表
 下
欄
）
を
 み
 る
と
、
や
や
違
っ
て
く
る
。
カ
ト
リ
ノ
 

ク
 で
は
二
八
・
五
才
、
仏
教
徒
で
は
三
四
・
一
才
で
、
 そ
 の
間
に
五
二
八
オ
 0
 差
が
つ
い
て
く
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                島 の 栢続 慣行 

表 9  分家創設場所と 財産分与の有無   
上   

島内 37 16 53 4 5 l 9 
  

                    ・ 2)・                   
島 外 10  34  44  6 
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興
信
仰
の
立
場
 

る
 。
し
た
が
っ
て
当
面
、
単
な
る
推
測
に
と
ど
め
て
お
 く
こ
と
に
し
た
い
と
思
 う
 。
 

労
の
限
界
に
達
し
た
と
き
、
長
男
の
平
均
年
会
が
相
対
 的
に
高
い
。
こ
こ
に
長
子
の
選
ば
れ
る
公
算
が
あ
る
、
 と
 す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
 

こ
れ
は
、
少
数
事
例
を
操
作
し
て
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
 と
と
も
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
に
つ
い
て
は
、
説
明
 困
 難
 な
事
情
も
含
ん
で
い
 

る
 。
と
す
れ
ば
、
こ
う
い
 う
見
 か
た
も
、
で
き
低
い
で
は
 な
い
。
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
と
く
ら
べ
て
。
仏
教
徒
 の
場
合
に
は
、
父
が
就
 



は
 、
宗
教
的
な
平
等
主
義
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
 

、
神
 の
ま
え
で
は
す
べ
て
が
平
等
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
 

一
般
に
親
と
し
て
み
れ
 

ば
、
 子
ど
も
は
ど
れ
も
可
愛
い
い
。
つ
ま
り
宗
教
的
な
 

平
等
主
義
が
、
財
産
相
続
で
の
均
分
制
を
導
い
て
い
く
。
 

第
二
一
は
、
宗
教
的
聖
職
 

制
 と
の
関
連
で
あ
る
。
教
徒
の
あ
い
だ
で
は
、
聖
職
者
 

（
神
父
）
と
な
る
こ
と
を
、
最
大
の
名
誉
と
し
て
い
る
。
 

そ
し
て
最
初
の
子
ど
も
 

は
 、
こ
れ
を
神
に
捧
げ
よ
う
と
す
る
。
次
男
以
下
は
 

、
家
 計
を
救
う
た
め
に
、
船
員
と
し
て
離
島
し
て
い
く
。
 

娘
 も
 、
織
姫
と
し
て
、
 
家
 

を
出
る
。
結
局
、
親
と
末
子
と
の
同
居
が
実
現
す
る
。
 

こ
 う
い
う
の
で
あ
る
。
 

わ
れ
わ
れ
が
聴
取
し
た
か
ぎ
り
で
も
、
島
民
の
あ
い
だ
 

で
は
、
こ
の
均
分
 
制
は
 、
外
人
神
父
か
ら
教
え
ら
れ
た
と
 
ハ
 ス
 
，
 
：
 
回
ゆ
令
 

@
 
ぶ
 
Ⅰ
々
 

タ
 @
 
か
 つ
 

た
 。
そ
れ
で
宗
教
の
点
も
、
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
 

た
 だ
 以
上
の
三
点
に
は
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
異
論
も
 

存
す
る
。
第
一
の
貧
困
 

説
 が
採
り
え
な
い
の
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

そ
 れ
で
第
二
の
宗
教
的
な
平
等
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
 

で
は
、
女
子
は
は
っ
き
 

り
 共
同
相
続
者
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
つ
ま
り
性
的
に
 

は
 不
平
等
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
平
等
 

主
義
も
、
純
粋
ヒ
ュ
ー
 

は
 、
さ
ら
に
拡
大
・
再
生
産
さ
れ
る
。
家
族
集
団
と
し
 て
 、
収
容
力
が
な
い
。
そ
こ
で
分
封
が
お
こ
り
、
末
子
相
 続
が
 実
現
す
る
。
第
二
 

る
 。
も
と
も
と
か
れ
ら
は
、
移
住
者
と
し
て
、
経
済
的
 に
も
不
利
な
条
件
に
置
か
れ
て
い
た
。
加
え
て
世
帯
員
 
の
 増
加
で
あ
る
。
貧
困
 

-
0
g
 

l
l
 

）
  
 

こ
と
に
な
る
。
い
わ
ぬ
る
稼
ぎ
出
し
分
家
・
ヴ
ィ
 ノ
グ
 -
 
フ
 ド
フ
型
の
そ
れ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
均
分
 制
 が
本
 旨
 だ
と
い
っ
て
も
、
 
そ
 

㏄
 

-
7
 

l
 ）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

こ
に
は
あ
る
限
界
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。
と
り
わ
け
島
外
 他
出
者
に
対
す
る
処
遇
で
あ
る
。
 

 
 

そ
れ
は
別
と
し
て
、
こ
の
鳥
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
は
、
 古
く
か
ら
分
割
相
続
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
で
は
そ
 の
 理
由
は
、
な
ん
で
 

あ
っ
た
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
末
子
慣
行
 地
帯
の
相
続
 制
 全
体
の
問
題
と
し
て
、
考
察
し
な
く
て
は
 な
ら
な
い
。
が
、
カ
ト
 

リ
ッ
ク
家
族
の
そ
れ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
 

 
 

玉
之
浦
町
）
の
調
査
か
 

ら
 得
た
か
り
 ヵ
 
Ⅰ
あ
る
。
Ⅰ
・
 

そ
れ
 マ
 
（
 
8
-
 

Ⅰ
 0
 別
稿
 で
も
紹
介
し
た
の
で
、
 

こ
こ
で
は
要
点
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
 大
 原
が
 ア
ク
セ
ン
ト
を
 
置
 

い
て
い
る
の
は
、
こ
の
宗
教
の
特
異
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
 、
三
点
に
分
か
れ
る
。
第
一
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
 
家
族
計
画
の
禁
止
で
あ
 



き
な
い
。
夜
、
出
漁
す
る
イ
ワ
シ
網
な
ど
の
漁
民
で
は
、
 当
然
、
漁
携
は
安
息
日
で
あ
る
日
曜
の
朝
ま
で
か
か
っ
 て
く
る
。
仏
教
か
ら
 発
 

し
た
お
盆
も
 、
の
 e
o
u
 

）
 
ゅ
 （
 
田
 
z
 
の
さ
れ
た
形
で
は
あ
っ
て
も
 、
料
理
と
し
て
は
現
わ
れ
る
。
 

大
原
は
、
指
摘
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
し
 カ
ト
り
 ッ
ク
 が
、
い
わ
ぬ
る
末
子
制
を
支
え
て
い
る
と
す
れ
ば
 

そ
の
最
大
の
支
 占
 

は
 、
お
そ
ら
く
次
の
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
 宗
 数
 は
、
日
本
化
さ
れ
て
も
、
日
本
家
族
制
度
を
擁
護
す
る
 立
場
に
は
か
な
ら
ず
し
 

も
 立
た
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
い
う
と
、
「
 家
 」
制
度
 に
 抵
抗
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
積
極
的
に
バ
ッ
ク
 ア
 ッ
プ
 す
る
姿
勢
は
示
さ
 

節
 
な
か
っ
た
。
。
 づ
注
ミ
す
 
日
田
 の
 ま
の
 
"
 の
 雰
囲
気
と
 は
 、
だ
い
ぶ
ん
ち
が
っ
て
く
る
。
「
 家
 」
制
度
を
こ
こ
 
に
 論
ず
る
余
裕
は
な
い
け
れ
 

儲
 
ど
も
、
精
神
形
象
化
さ
れ
た
「
 家
 」
と
い
う
も
の
を
 、
 子
々
孫
々
に
ま
で
、
継
承
す
る
と
い
う
考
え
か
た
は
 、
こ
の
宗
教
で
は
 ぅ
 す
い
。
 

 
 

島
 
な
お
族
制
の
う
え
で
、
日
本
の
「
 家
 」
制
度
は
、
男
系
 で
 構
成
さ
れ
た
本
分
家
関
係
と
い
う
構
造
的
な
文
脈
に
 位
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 

い
 
同
族
団
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
村
落
で
は
 、
こ
の
文
脈
も
稀
薄
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
い
は
 大
原
の
い
う
「
平
等
主
義
」
 

 
 

れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
た
め
に
 
オ
ぎ
経
ぢ
が
 、
単
糸
 で
 な
く
て
、
双
糸
（
ヴ
ぎ
 
申
 （
の
（
 

p
-
 
）
 17@ (W) 

マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
で
は
な
い
。
社
会
化
さ
れ
、
風
土
化
さ
 れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
で
第
三
の
聖
職
者
の
問
題
 で
あ
る
。
た
だ
こ
の
 推
 

論
 が
成
り
た
っ
た
め
に
は
、
長
男
を
神
に
捧
げ
る
と
い
，
 

っ
 事
実
が
裏
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
 わ
れ
わ
れ
の
調
べ
た
か
 

ぎ
り
で
は
、
そ
う
で
も
な
い
。
む
し
ろ
出
来
の
良
い
子
 を
 神
父
に
し
よ
う
と
す
る
。
心
神
学
校
か
ら
始
ま
る
 
ス
 ク
ー
リ
ン
グ
が
あ
る
は
 

上
 、
こ
れ
は
、
当
然
だ
と
も
い
え
る
。
と
い
っ
て
わ
れ
 わ
れ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
信
仰
が
分
割
相
続
、
し
た
 が
っ
て
末
子
制
と
無
関
 

係
 だ
と
は
考
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
の
慣
行
を
 織
り
な
す
経
緯
の
ひ
と
っ
に
す
ぎ
な
い
。
少
く
と
も
、
 こ
 の
 慣
行
が
カ
ト
リ
ッ
ク
 

と
い
う
宗
教
だ
け
か
ら
生
ま
れ
た
、
と
は
想
定
で
き
な
 い
 。
と
と
も
に
い
ず
れ
の
宗
教
で
も
、
別
の
文
化
に
移
住
 さ
れ
た
 場
 八
口
、
多
少
で
 

も
 風
土
化
と
い
う
作
用
を
免
れ
な
い
。
魂
の
間
頭
 は
別
 と
し
て
も
、
制
度
・
慣
行
の
面
で
は
、
完
全
な
純
血
は
 、
 容
易
に
保
つ
こ
と
が
で
 

ゼ
ン
チ
ョ
 

き
 低
い
。
禁
じ
ら
れ
て
い
る
離
婚
も
、
実
際
に
は
な
さ
 れ
て
い
る
。
改
宗
し
な
い
ま
ま
の
異
教
徒
と
の
婚
姻
も
 、
 皆
無
と
い
う
こ
と
は
で
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五
 、
結
び
に
代
え
て
 

も
 う
 少
し
問
題
点
を
深
め
て
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
よ
，
 
っ
 。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
け
か
ら
こ
 の
 特
殊
慣
行
が
生
ま
 

れ
た
の
で
は
な
い
と
推
論
し
た
。
と
い
う
の
は
、
末
子
 相
続
地
帯
 と
 カ
ト
リ
ッ
ク
の
分
布
と
は
、
一
部
の
地
点
 
で
は
、
こ
れ
が
一
致
す
 

る
 。
黒
島
も
そ
う
で
あ
る
が
、
五
島
あ
た
り
で
も
、
隠
れ
 

 
 

か
し
そ
れ
は
、
ご
く
 一
 

部
 に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
慣
行
は
、
南
九
州
か
ら
西
北
九
 州
 に
か
け
て
、
相
対
的
に
 濃
厘
 で
あ
る
け
れ
ど
も
、
瀬
戸
 内
の
島
や
南
紀
、
さ
ら
 

に
 点
と
し
て
は
、
諏
訪
で
も
報
告
さ
れ
 てい
る
。
な
お
末
子
相
続
と
似
た
隠
居
分
家
と
な
る
 

と
 、
伊
豆
諸
島
が
著
し
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
は
、
な
ん
の
 臥
 係
ら
な
い
。
最
大
 

・
鹿
児
島
県
下
 

に
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
ザ
ビ
エ
ル
が
足
を
印
し
た
 と
い
う
だ
け
で
、
藩
制
期
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
 は
 、
な
ん
の
影
響
も
な
 

か
っ
た
。
い
や
仏
教
の
一
部
さ
え
、
こ
こ
で
は
禁
止
さ
 れ
た
わ
け
で
あ
る
。
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
特
殊
慣
行
の
成
立
基
盤
 は
 、
こ
れ
を
別
の
も
の
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 た
 だ
こ
の
点
に
つ
い
て
 

の
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
、
ま
だ
推
論
の
域
を
出
な
い
。
 け
 れ
ど
も
黒
島
と
の
関
連
に
注
目
す
る
と
、
お
そ
ら
く
 ん
 ラ
 体
制
の
不
熟
と
い
う
 

の
が
論
点
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
論
点
 は
 、
さ
き
の
「
 家
 」
制
度
と
も
、
結
び
つ
き
を
持
っ
て
 

 
 

「
 家
 」
制
度
と
い
う
も
の
が
、
本
分
家
関
係
と
い
う
文
脈
 に
 支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
と
こ
ろ
で
本
分
家
 と
い
う
の
は
、
単
に
世
 

的
な
も
の
に
拡
大
し
て
い
く
。
た
だ
以
上
は
、
あ
く
ま
 で
 推
測
に
す
ぎ
な
い
。
が
、
現
象
的
に
は
っ
き
り
し
て
い
 る
の
は
、
ま
え
に
も
 触
 

れ
た
よ
う
に
、
こ
の
教
徒
で
は
、
位
牌
が
存
し
な
い
。
 っ
 ま
り
「
 家
 」
の
象
徴
を
欠
い
て
い
る
。
と
と
も
に
、
 仏
 教
徒
の
年
忌
に
似
た
家
 

族
 行
事
が
無
い
と
は
い
え
な
い
が
、
祖
霊
は
「
死
者
の
 日
 」
に
、
教
会
で
一
括
し
て
ミ
サ
が
捧
げ
ら
れ
る
。
「
 家
 」
観
念
に
乏
し
い
 の
え
 

ん
で
あ
ろ
う
。
 



 
 

%
 
 で
は
、
村
落
共
同
体
の
基
盤
と
な
る
べ
き
共
有
地
 ・
入
会
地
を
欠
い
て
い
る
。
土
地
私
有
化
の
も
っ
と
も
 徹
 度
 し
た
姿
で
あ
る
。
 二
 0
 町
 

 
 

 
 

類
 で
、
す
べ
て
が
天
水
田
て
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
水
に
よ
 る
 共
同
体
的
な
規
制
も
、
こ
け
 

こ
で
は
お
こ
な
わ
れ
る
べ
く
も
な
い
。
も
っ
と
も
 体
 制
 的
に
は
、
も
う
ひ
と
っ
の
点
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
 
ろ
う
。
教
会
Ⅱ
信
仰
に
よ
る
 

ば
 

節
 
家
も
散
在
し
て
く
る
け
れ
ど
も
、
地
域
社
会
と
し
て
 

0
 部
落
も
、
そ
の
輪
郭
が
定
か
で
は
な
い
。
現
在
の
部
 

落
 が
い
っ
命
名
さ
れ
た
か
。
 

楠
 
こ
の
白
ば
不
明
で
あ
る
が
、
し
ょ
せ
ん
こ
こ
で
は
、
 

部
落
と
は
民
家
の
の
日
立
 
蒋
 と
い
っ
た
印
象
が
強
い
。
 
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
黒
島
 

帯
の
結
合
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
般
に
、
本
家
を
頂
点
 と
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
 

合
 で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
家
格
に
し
て
も
、
 

家
 連
合
に
し
て
も
、
 

ル
ド
 が
前
提
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
 ム
ラ
 で
あ
 る
と
考
え
る
。
 

い
え
る
。
こ
の
議
論
へ
 
の
 深
入
り
は
避
け
た
い
と
思
う
が
⑧
 -
 、

と
に
か
く
 ク
 

利
用
の
権
益
と
か
ら
ん
で
、
も
と
も
と
戸
の
増
加
を
喜
 ・
ば
な
い
。
分
家
の
 

な
る
べ
く
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
特
に
土
地
所
有
は
 、
家
 格
の
物
的
基
礎
 

な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

ム
ラ
 と
は
、
一
般
に
部
落
・
大
字
の
地
域
が
、
こ
れ
に
 当
 る
 。
そ
し
て
 

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
黒
島
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
在
、
八
 部
落
に
分
か
れ
て
 

（
 
3
 
2
 ）
 

を
も
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
壬
申
戸
籍
に
よ
る
と
、
 当
 時
の
黒
島
は
 、
 

し
て
十
年
戸
籍
で
は
、
「
黒
島
村
」
と
改
め
ら
れ
た
。
 当
 時
は
、
二
四
五
 

は
 出
て
こ
な
い
。
一
連
の
通
し
番
号
に
よ
る
地
番
で
あ
 る
 。
ま
た
部
落
 ご
 

ひ
と
つ
の
 
ん
ラ
と
 見
た
ほ
う
が
正
し
い
。
加
え
て
奇
妙
 な
こ
と
に
は
、
 
こ
 ド

 型
の
構
成
を
探
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
家
格
を
持
つ
家
々
 の
連
 

こ
れ
が
威
光
や
権
力
と
し
て
機
能
す
る
に
は
、
一
定
の
 フ
  
 

い
や
家
格
や
家
連
合
は
、
ム
ラ
体
制
が
こ
れ
を
要
求
し
た
 と
も
 

ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
 ん
ラ
 
は
、
共
同
財
産
や
 共
同
 

制
限
で
あ
る
。
ま
た
個
々
の
 声
 と
し
て
は
、
財
産
の
分
 割
は
、
 

で
あ
る
。
と
と
も
に
、
ム
ラ
の
支
配
体
系
で
、
そ
の
 カ
ナ
 メ
と
 

こ
の
 
ん
ラ
 は
、
藩
制
 
期
 に
は
、
行
政
能
力
を
持
っ
た
自
治
体
 

で
も
 

い
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
部
落
が
 ム
ラ
 の
 伝
統
 

は
じ
め
「
前
澤
吉
村
南
部
」
（
平
戸
 
島
 ）
と
し
て
現
わ
れ
 る
 。
 そ
 

戸
を
数
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
雨
戸
籍
簿
と
も
、
部
落
 0
 名
前
 

と
の
庄
屋
も
、
検
出
で
き
な
い
。
ど
う
や
ら
こ
の
鳥
目
 体
を
、
 

こ
で
は
部
落
の
境
界
が
存
し
な
い
。
畑
作
料
の
 常
 と
し
て
 、
民
 



  

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
門
割
判
が
黒
島
で
実
施
さ
れ
た
か
ど
 ，
 
っ
か
 。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
裏
付
け
は
な
い
。
 た
 だ
藩
 全
体
の
体
制
と
 

し
て
、
こ
う
し
た
土
地
所
有
に
つ
い
て
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
 あ
る
以
上
、
平
戸
 領
 の
 ん
ラ
 が
コ
ン
パ
ク
ト
な
も
の
に
な
 り
え
な
い
。
こ
の
点
は
 、
 

（
 
匹
 @
 

其
最
寄
芝
 山
よ
り
同
梱
渡
手
付
、
子
細
 委
ク
 書
付
 ヲ
以
 -
 
ァ
 回
申
達
 事
 。
 

  

一
 、
百
姓
家
 古
ク
 和
成
建
替
 候
欺
 、
又
者
火
災
・
 
風
破
 
水
損
等
右
左
、
 
ス
は
 子
共
余
計
有
文
、
新
規
二
家
作
 候
 節
は
 、
竹
本
夫
 二
 、
 

ぎ
汀
雙
緊
ざ
コ
 が
こ
れ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
教
会
役
員
な
 ど
は
、
部
落
ご
と
の
配
属
と
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
 そ
の
こ
と
は
、
部
落
を
 

の
申
甲
 
@
r
o
 
口
ロ
化
す
る
よ
り
は
、
本
村
部
落
を
除
く
 カ
ト
 り
ッ
ク
 教
徒
と
し
て
の
団
結
を
強
く
し
て
い
る
と
い
え
 る
 。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
黒
島
の
ム
ラ
体
制
は
、
き
わ
め
て
 ル
｜
 ズ
と
い
 わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
戸
を
制
限
す
る
 よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
 

は
 、
ほ
と
ん
ど
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
こ
 れ
と
関
連
し
て
、
も
う
ひ
と
っ
の
点
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
 ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
 

は
 、
黒
島
に
は
か
ぎ
み
な
い
。
と
い
う
の
は
、
平
戸
 
藩
 に
は
特
異
な
土
地
制
度
が
存
在
し
た
。
も
と
も
と
中
世
 大
名
な
の
で
、
兵
農
 分
 

離
も
徹
底
せ
ず
、
加
え
て
家
臣
の
知
行
地
を
広
く
残
し
 た
こ
と
も
、
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
土
地
 ム
ロ
 
@
 
 （
「
田
畑
 
滝
児
恨
 
」
）
 

（
 
穏
 ）
 

の
 う
 え
で
は
、
農
民
の
所
有
地
と
並
ん
で
、
武
士
（
郷
士
 ）
の
土
地
が
堂
々
と
名
を
列
ね
て
い
る
。
と
と
も
に
 当
 藩
 で
は
、
い
わ
ゆ
る
 門
 

割
判
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
実
態
は
、
あ
き
ら
か
で
は
 な
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
こ
こ
で
は
、
門
割
と
と
も
に
、
 農
 民
の
上
地
私
有
も
認
め
 

 
 

政
セ
年
 、
松
浦
静
山
の
定
め
た
「
都
方
仕
置
 書
 」
に
よ
る
 と
 、
 割
皆
 は
、
三
年
に
 

一
度
、
あ
る
い
は
五
年
に
一
度
が
常
法
で
あ
っ
た
。
と
こ
 ろ
が
こ
の
門
割
判
 は
 、
新
分
家
の
さ
い
に
も
適
用
さ
 れ
る
。
「
手
兵
数
多
 有
 

之
 、
 竃
 ％
分
 ケ
候
節
 」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
 

一
 
戸
の
制
限
と
は
、
ま
っ
た
く
反
対
で
あ
る
。
い
や
分
家
を
 奨
励
し
た
様
子
さ
え
 見
 

ら
れ
る
。
 

一
 、
百
姓
文
子
女
・
兄
弟
 多
 、
一
家
 二
 居
候
者
 ハ
 、
典
人
 数
応
し
 、
田
畑
割
増
同
相
 渡
事
 。
 

そ
の
う
え
分
家
す
る
者
に
は
、
建
築
資
材
さ
え
与
え
る
 れ
て
い
る
。
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                島の相続慣行 

推
察
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
 ん
ラ
 は
 、
農
 民
 以
外
の
武
士
を
含
ん
で
い
た
。
ま
た
こ
の
武
士
も
 、
半
 七
半
農
と
い
う
中
間
 

な
 存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
じ
め
に
引
用
し
た
神
戸
 大
学
の
報
告
に
注
目
し
た
い
。
本
村
部
落
が
 旧
 平
戸
 藩
の
 家
臣
 団
で
 形
成
さ
れ
 

こ
と
に
続
い
て
、
同
報
土
口
書
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
 
本
村
部
落
と
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
諸
部
落
と
が
、
 相
 互
に
友
好
的
な
接
触
 

も
た
低
か
っ
た
ば
か
り
か
、
反
目
と
恒
常
的
な
緊
張
に
 置
か
れ
て
い
た
明
治
中
期
ま
で
、
本
村
で
は
長
子
相
続
が
 絶
対
優
先
し
て
い
た
 

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
両
宗
教
集
団
の
間
に
共
 存
 ・
親
和
関
係
が
成
立
す
る
に
及
ん
で
、
少
数
派
と
し
て
 
 
 

派
 で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
部
落
の
影
響
を
受
け
て
、
 相
 続
の
慣
行
に
変
容
を
来
た
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
疑
い
 な
け
れ
な
い
。
」
 要
 

る
に
 
"
a
c
c
u
 

）
（
 

u
r
a
 

（
 
ざ
コ
，
の
 立
場
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
 は
 、
目
下
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
反
証
す
る
資
料
を
持
た
 な
い
。
け
れ
ど
も
 両
 

数
 集
団
を
こ
の
よ
う
に
シ
ャ
ー
プ
に
区
別
す
る
ま
え
に
、
 両
者
に
共
通
の
基
盤
が
存
在
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
 。
本
村
部
落
で
見
ら
 

た
 非
長
子
・
分
割
相
続
も
、
こ
の
共
通
の
基
盤
か
ら
 検
 訂
 し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
平
戸
 藩
 の
 旧
 資
料
に
よ
れ
 ば
 、
武
家
層
で
の
 長
 

家
督
の
線
は
、
な
る
ほ
ど
ほ
ぼ
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
 る
 。
け
れ
ど
も
本
村
部
落
が
 、
 歴
た
る
家
臣
団
か
ら
つ
く
 ら
れ
た
か
ど
う
か
は
 

あ
ま
り
定
か
で
は
低
い
。
そ
の
う
え
平
戸
 落
 そ
の
も
の
 0
%
 制
が
 、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
 
壬
申
戸
籍
の
分
析
 か
 

は
 、
明
治
初
期
の
本
村
部
落
は
、
「
長
子
相
続
が
絶
対
 優
先
し
て
い
た
」
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
 別
稿
 参
照
）
。
平
戸
 藩
だ
 

で
な
く
、
総
じ
て
肥
前
国
は
、
長
子
相
続
が
固
定
し
て
い
 な
か
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
。
明
治
十
三
年
の
日
全
国
民
 事
 慣
例
類
集
 臼
は
、
 

前
因
 彼
杵
郡
 の
 条
 と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 

 
 

分
家
ハ
具
時
々
届
出
 ス
 宗
門
人
 改
ノ
節
 届
出
 テ
 帳
面
 ヲ
 政
ム
。
特
高
 ％
 分
 ツ
 ト
キ
ハ
役
場
 ニ
 甲
田
ル
車
 チ
リ
 。
 村
 方
 ニ
テ
ハ
長
男
 ヲ
 

「
 コ
 分
家
か
か
 卦
か
必
 か
か
 訃
冊
縮
 か
か
か
ル
車
 多
シ
 。
 的
の
）
 

黒
島
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
も
、
そ
の
母
 村
は
 、
 西
彼
杵
 郡
 に
あ
っ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
 

第、 肥 け ら 、 子 れ 宗 す 数 も を た 的 
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つ
つ
 
・
 
ト
 の
の
の
 
コ
 ら
の
の
 
自
 

（
 8
 ）
中
川
善
之
助
「
末
子
相
続
」
谷
家
族
制
度
全
集
 
L
 史
論
 篤
 V
 、
昭
和
十
三
年
、
六
三
 ｜
 九
八
頁
）
。
 

（
 9
 ）
大
石
慎
三
郎
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
農
民
の
家
と
そ
の
 栢
統
巴
億
は
 
つ
い
て
」
（
円
本
法
 
什
 ニ
学
会
編
同
家
制
度
の
研
 究
 L
 
 （
 上
 」
昭
和
三
十
 

一
年
、
七
九
 ｜
 一
二
一
頁
）
。
 

（
 
6
 ）
 せ
ぎ
 0
%
 
Ⅰ
 
ぃ
隼
 
。
 再
 ・
㌧
・
，
 
0
 由
巨
 
ぎ
の
の
 
0
 （
由
ず
（
 
0
 「
 
ず
 二
の
 ヒ
ふ
 
の
 
Ⅰ
 r
u
 
年
 e
 
コ
い
 
の
。
 
づ
 0
-
.
 

Ⅰ
・
 ト
り
 
㏄
 0
.
 
つ
つ
 
・
 
い
 ㏄
 
印
 l
 ひ
 

（
Ⅰ
 
1
 ）
 弓
 ぺ
い
 
ハ
め
 
グ
 %
 叫
 ）
・
・
 
巾
 臼
ミ
。
Ⅱ
 

め
 ぎ
（
 オ
 
0
0
 匡
づ
 の
の
（
 

ぃ
目
 
@
 
。
 
コ
佳
１
 

の
田
仁
ヰ
 

P
 
の
 
㏄
 -
 
コ
の
 0
 q
@
 

（
 つ
 り
 Ⅱ
 
い
 コ
ペ
 
0
 日
 
り
 
。
目
的
 

-
0
 
む
 "
 Ⅰ
の
 
毛
の
 コ
リ
 ロ
 の
内
の
 

コ
ロ
 
-
 せ
日
 ・
（
 
-
 ）
の
 

P
Q
.
 

 
 

黒
島
 

の
島
 
｜
し
 

１
ヒ
一
九
六
一
年
。
 

（
九
州
大
学
「
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
 

L
 第
 M
 号

 ㌔
一
二
三
 
｜
 一
五
九
 

（
 
4
 ）
や
や
く
わ
し
く
は
、
前
掲
拙
稿
参
照
 

0
 

（
 
5
 ）
こ
の
点
が
、
わ
れ
わ
れ
の
調
査
と
神
戸
大
字
の
そ
れ
と
 

の
、
 
大
き
な
ち
が
 
い
 と
か
え
る
。
神
戸
大
学
の
分
析
結
果
を
示
 

す
と
、
別
表
の
よ
う
で
 

あ
る
。
 
卍
 一
に
、
こ
の
分
析
で
は
、
 

栢
 続
の
確
定
に
な
に
を
 

指
 標
 と
し
た
か
が
不
明
で
あ
 

0
2
7
0
 

教
わ
老
 

L
 

孔
 
Ⅱ
 

騰
 

る
 。
た
だ
「
未
定
」
・
「
不
明
」
の
多
い
こ
と
に
つ
い
て
、
 

こ
 れ
は
、
新
民
法
の
施
行
に
 

 
 

0
l
 

ハ
 

Ⅰ
 
-
 
へ
り
 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
「
従
来
の
長
子
相
続
を
維
持
す
べ
ぎ
で
あ
る
か
ど
う
 

か
 、
ま
だ
部
落
民
の
態
度
 

2
9
 

 
 

が
 決
ま
り
て
い
な
い
こ
と
の
現
わ
れ
と
見
ら
れ
る
」
と
書
い
て
 

い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
 

で
の
訊
ね
か
た
は
、
規
に
 

問
 っ
て
「
お
宅
の
あ
と
つ
ぎ
は
ワ
ニ
 

と
い
っ
た
形
の
も
の
と
 

推
 

察
さ
れ
る
。
な
お
わ
れ
わ
れ
の
分
析
結
果
が
示
し
た
よ
さ
に
、
 

長
子
相
続
が
財
産
に
関
し
 

 
 

て
は
、
そ
の
ま
ま
単
独
・
一
括
相
続
に
な
る
の
で
は
な
い
 

0
 ま
 た
 非
長
子
相
続
が
、
そ
の
 

3
2
7
2
 

 
 

 
 

ま
ま
均
分
 
椙
続
 に
な
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
点
で
も
、
神
戸
大
 

字
 調
査
は
、
不
備
と
い
え
 

 
 

る
 だ
ろ
う
。
 

 
 

Ⅰ
相
続
長
芳
 ょ未
し
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（
 
托
 ）
中
尾
英
俊
「
農
家
祖
 
統
 実
態
分
析
」
（
講
座
Ⅰ
家
族
 問
 題
 と
家
族
法
 

J
W
 

、
相
続
）
。
 

（
Ⅱ
）
中
尾
英
俊
「
鹿
児
島
県
の
実
態
」
（
川
島
武
官
編
著
㍉
 農
家
相
続
と
農
地
 b
 一
九
六
五
年
、
第
十
一
章
）
。
 

（
は
）
内
藤
莞
爾
「
 い
 わ
ゆ
る
末
子
相
続
 は
 つ
い
て
」
宮
村
落
 社
会
研
究
 L
 第
三
集
、
一
九
六
 セ
年
 、
二
八
八
 ｜
 九
頁
）
。
 

（
 
比
 ）
費
孝
通
日
支
那
の
農
民
生
活
」
仙
波
 
4
 惟
 ・
町
石
女
夫
 訳
 、
昭
和
十
四
年
、
九
 
0
 ｜
 九
三
頁
（
Ⅱ
 黛
，
ま
紹
 p
 宇
弓
目
コ
ぬ
 つ
い
ハ
 

の
 
ド
コ
 
（
Ⅰ
用
 
り
 -
 
コ
 

の
ゴ
 
ピ
コ
 
坤
 ・
 ト
つ
 
い
の
）
 

（
 
4
4
 
）
局
主
・
ヱ
臼
 p
O
l
 

円
ヒ
コ
 

屈
 八
二
Ⅰ
の
 
ゴ
 り
口
 
ド
の
ア
ぎ
 l
 打
由
ぃ
「
 
ヰ
下
し
 
0
 年
 コ
 印
の
三
コ
 の
｜
 
中
の
円
目
Ⅰ
 
ぜ
 
0
 ト
刃
口
 
ヘ
日
 Ⅱ
 り
 
。
 コ
 0
 ヨ
 ）
・
 
@
 
コ
イ
Ⅰ
 
臣
コ
コ
ぃ
コ
 

・
 ト
り
下
 

㏄
 
こ
 

つ
つ
・
ト
ト
ト
ー
ト
ト
の
 

（
 
比
 ）
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
第
一
部
日
番
 
族
 慣
習
調
査
報
告
 書
 L
 大
正
セ
 年
 、
一
 0
 九
頁
。
 

，
ク
 家
族
の
栢
 統
 慣
行
」
一
四
七
 i
 一
 五
 0
 百
で
 

-
 
Ⅱ
）
竹
田
 
旦
は
 、
床
店
 県
 の
 岩
 千
島
 
父
 ま
子
蓑
島
の
一
つ
）
 ヰ
 
）
、
典
型
的
な
末
子
相
続
を
報
告
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
 

 
 

化
の
防
止
と
、
子
の
品
 外
 排
出
と
に
よ
っ
て
選
定
相
続
的
な
も
 の
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
事
柄
は
別
で
あ
る
が
、
黒
島
 の
 状
況
と
傾
 似
し
 

て
い
る
（
竹
田
 旦
 「
 法
と
 慣
習
」
、
Ⅰ
社
会
と
伝
 
死
 、
 
@
 セ
ー
一
、
 昭
和
二
十
八
年
、
一
 0
 Ⅱ
㌔
 

（
 
0
0
 

）
大
原
長
和
「
五
島
の
末
子
 

栢
続
は
 つ
い
て
」
（
九
州
大
 手
法
宇
部
Ⅱ
法
政
研
究
 L
 第
二
 セ
号
三
 １
匹
合
併
 号
 ㎡
 

（
㎎
）
な
お
大
原
は
「
末
子
相
続
」
と
い
っ
て
い
る
が
わ
れ
わ
 れ
の
 分
柚
 て
は
「
隠
居
分
家
」
に
属
す
る
。
 

（
 
初
 ）
古
野
清
人
口
隠
れ
キ
リ
シ
タ
 
ソ
 L
 昭
和
三
十
四
年
。
 

（
 
れ
 ）
竹
田
旦
 ロ
 民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居
の
研
究
し
一
九
六
 四
年
。
 

（
㌍
）
喜
多
野
清
一
「
同
族
組
織
と
封
建
遺
制
」
（
日
本
人
文
 学
会
編
㍉
封
建
遺
制
 L
 昭
和
二
十
六
年
、
一
 セ
五
｜
 一
九
五
頁
 ）
 

，
 
@
 
行
 

（
㏄
）
平
戸
松
浦
 藩
 で
は
、
ム
ラ
の
こ
と
を
「
 免
 」
と
 称
し
た
。
 

 
 

 
 

報
 L
 第
叩
輯
 、
田
租
四
十
三
年
、
 

 
 

一
一
八
 ｜
 一
二
 0
 頁
 ）
。
 

島
 

パ
 

（
 
お
 ）
平
戸
 藩
 「
 郡
方
 仕
置
慎
二
（
同
長
崎
県
吏
 目
史
 料
篇
 第
二
、
昭
和
三
十
九
年
、
三
 0
 八
｜
 三
一
二
頁
）
。
 

リ
 

（
 
折
 ）
前
掲
㍉
黒
島
口
一
 
0
 二
頁
。
 

 
 

力
 

（
 
0
0
 

）
風
早
八
十
二
解
題
 

コ
 全
国
民
事
慣
例
 域
 Ⅰ
 :
 明
 和
 十
九
年
、
二
一
一
頁
。
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本
稿
 は
 、
昭
和
四
十
二
年
度
文
部
省
総
合
研
究
「
西
北
九
州
に
 

 
 

暢
清
 ）
に
よ
っ
た
。
ま
た
こ
の
調
査
に
は
、
土
居
 平
 
（
筑
紫
女
 学
園
短
大
助
教
授
）
・
野
口
英
子
 

互
井
治
代
（
 九
 大
大
学
院
）
・
内
藤
 孝
 至
（
同
）
の
参
加
を
み
  
 

 
 

（
同
助
手
）
 究

 」
（
代
表
者
・
九
州
大
学
野
村
れ
 

坂
本
喜
久
雄
（
大
大
助
手
）
 

 
 

 
 

 
 

｜
 四
三
・
三
・
五
 
｜
 



史的イエス研究の 方法 

従
来
の
イ
エ
ス
の
歴
史
復
元
の
方
法
は
、
資
料
の
ふ
る
 

い
わ
け
と
い
う
単
純
な
作
業
に
の
み
頼
っ
て
い
た
。
つ
ま
 

り
 、
史
実
で
あ
る
と
 

判
断
で
き
る
 
信
技
 性
の
高
い
資
料
の
み
手
も
と
に
残
し
、
 

そ
こ
か
ら
イ
エ
ス
の
出
来
事
を
再
構
成
す
る
、
と
い
う
 

方
法
で
あ
る
。
も
ち
 
ろ
 

ん
こ
れ
は
史
学
的
に
十
分
正
当
な
方
法
で
あ
る
。
い
や
 

む
し
ろ
、
も
し
も
資
料
が
豊
富
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 

こ
れ
の
み
が
唯
一
の
 
正
 

当
な
 史
学
的
方
法
で
あ
る
と
言
わ
ぬ
 
は
 な
ら
な
い
。
 し
 か
し
問
題
は
、
一
方
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
手
も
と
に
 

残
し
う
る
資
料
が
量
的
 

に
 極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
他
方
で
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
 

直
接
資
料
と
は
な
り
え
な
い
が
、
し
か
も
歴
史
的
推
論
 

を
 加
え
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 資
料
と
し
て
用
い
う
る
間
接
資
料
は
か
な
り
豊
富
に
 

存
 在
す
る
場
合
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
用
い
う
る
か
、
 

と
 い
う
こ
と
な
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
場
合
は
複
雑
か
つ
繊
密
な
方
法
論
的
反
省
を
 

強
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
間
接
資
料
の
間
接
性
は
そ
の
場
 

台
場
合
に
従
っ
て
性
格
 

を
 異
に
す
る
か
ら
、
方
法
論
的
反
省
も
そ
の
扱
 

う
 対
象
 に
 従
っ
て
そ
の
都
度
な
さ
れ
ね
 
ば
 な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
史
的
イ
エ
ス
の
研
究
は
  

 

ま
さ
に
典
型
的
に
こ
の
種
の
反
省
を
要
求
す
る
場
合
で
 

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
の
歴
史
学
的
 

な
 反
省
が
あ
ま
り
行
わ
㎝
 

れ
て
い
な
い
の
が
イ
エ
ス
研
究
の
現
状
で
は
な
い
の
か
 
「
史
的
イ
エ
ス
」
に
つ
い
て
の
神
学
的
討
論
は
実
里
 

局
 度
 な
水
準
で
な
さ
れ
て
 i
O
 

  

史
的
 イ
 

ニ % 

ス 

研
究
 の
方
法
 

田
 

1 Ⅰ 1 

建 

一   一 



料
 説
は
学
問
と
い
う
も
の
の
偉
大
さ
を
示
す
金
字
塔
 と
 し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
金
字
 塔
 へ
と
導
く
ラ
イ
ト
 
モ
 

チ
ー
フ
と
し
て
働
い
た
精
神
は
、
よ
い
古
い
も
の
へ
、
 と
 い
う
執
念
で
あ
っ
た
、
と
舌
口
っ
て
よ
か
ろ
う
。
マ
タ
イ
、
 
ル
力
を
よ
り
新
し
い
 
福
 

音
書
で
あ
る
と
み
な
し
、
そ
の
 雨
書
 の
 共
亜
コ
料
 と
し
 て
よ
り
古
い
マ
ル
コ
伝
 と
 イ
ェ
ス
語
録
た
る
 Q
 資
料
を
指
 摘
 し
た
、
と
い
う
こ
と
 

は
 、
と
り
も
直
さ
ず
マ
ル
コ
と
 Q
 の
三
 %
 料
を
合
体
さ
 せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
史
的
イ
ェ
ス
倣
を
描
き
出
せ
る
、
 と
 い
う
希
望
が
あ
っ
た
か
 

ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
文
献
学
的
に
は
大
き
 な
 進
歩
で
あ
っ
て
も
、
史
的
イ
ェ
ス
復
元
の
方
法
論
的
反
 省
 と
し
て
は
、
古
代
教
 

会
 以
来
存
在
し
て
い
た
 四
 福
音
書
調
和
の
試
み
と
同
じ
 精
神
な
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
信
頼
し
う
る
資
料
を
合
 託
 す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
 

@
2
 
）
 

で
 イ
エ
ス
像
に
な
る
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
 
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
コ
福
音
書
も
 
Q
 資
料
も
そ
の
ま
ま
で
は
 信
糠
性
 の
あ
る
イ
エ
ス
 

伝
 資
料
で
は
あ
り
え
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
 こ
 の
二
 資
料
よ
り
も
更
に
古
く
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
求
め
ら
 れ
た
。
そ
し
て
資
料
 阪
 

説
 と
し
て
そ
れ
以
上
古
く
さ
か
の
 ぼ
 る
こ
と
を
断
念
 せ
 ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
時
に
、
方
法
論
的
転
機
を
求
め
て
 生
れ
た
の
が
様
式
支
所
 

究
 で
あ
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 方
法
が
今
世
紀
前
半
の
福
音
書
研
究
の
飛
躍
的
発
展
を
も
 た
ら
し
た
こ
と
も
よ
く
 

知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
 動
横
 た
る
の
、
よ
り
 古
 く
よ
り
確
実
な
イ
ェ
ス
研
究
の
資
料
に
さ
か
の
ぼ
ろ
う
、
 と
い
う
点
で
、
資
料
 阪
 

説
の
場
入
ロ
 と
 お
よ
そ
同
一
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 

様
式
典
研
究
の
主
た
る
推
進
者
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
 後
の
イ
ェ
ス
研
究
に
最
 

-
1
-
 

が
 確
立
さ
れ
る
ま
で
の
十
九
世
紀
新
約
学
の
努
力
は
高
 く
 評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
今
日
で
こ
そ
常
識
と
な
 っ
て
い
る
も
の
の
、
二
 %
 

い
な
が
ら
、
そ
の
討
論
の
基
礎
を
な
す
べ
き
歴
史
学
的
な
 問
題
に
つ
い
て
は
案
外
初
歩
的
な
反
省
す
ら
怠
っ
て
 い
 6
 場
合
が
多
い
。
 

啓
蒙
主
義
以
来
、
新
約
聖
Ⅲ
の
学
問
的
批
判
的
研
究
が
 な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
 福
音
書
の
文
献
学
的
 

分
析
の
方
法
は
い
ろ
い
ろ
と
発
展
し
て
き
て
い
る
け
れ
 ど
も
、
そ
の
発
展
を
通
じ
て
支
配
し
て
い
た
精
神
は
 、
あ
 く
ま
で
も
、
よ
り
古
い
 

よ
り
確
か
な
資
料
に
た
ど
り
つ
こ
う
と
す
る
「
ふ
る
い
わ
 
け
 」
の
精
神
で
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
初
期
の
福
音
書
 研
究
は
い
わ
ゆ
る
兵
額
 

福
音
書
問
題
に
集
中
し
た
。
共
観
福
音
書
相
互
の
利
用
 関
係
を
追
跡
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
検
討
さ
れ
 て
 、
つ
い
に
 
二
 資
料
 説
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寸
白
鬼
 

法
 で
は
話
が
す
ま
な
く
な
っ
て
く
る
。
編
集
史
的
研
 

究
の
適
用
の
結
果
、
様
式
史
の
段
階
に
お
い
て
は
ま
だ
 

信
恩
性
 の
あ
る
素
材
だ
と
 

思
 
㌘
 

 
 

福
音
書
の
各
個
テ
ク
ス
ト
の
研
究
が
更
に
洗
練
さ
れ
て
 い
き
、
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
も
こ
の
 古
典
的
な
イ
エ
ス
復
元
の
方
㎝
 

の方法 

が
 様
式
典
研
究
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
，
 
っ
に
 舌
口
う
か
ら
に
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
様
式
典
研
究
の
 目
的
を
、
第
一
義
的
に
 

は
 、
福
音
書
の
文
書
資
料
以
前
の
口
伝
断
片
伝
承
の
段
 階
を
更
に
い
く
つ
か
の
層
に
わ
け
て
、
最
も
古
い
層
に
到
 達
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
 

だ
 、
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
 と
え
ば
、
彼
の
命
名
す
る
ア
ポ
 フ
テ
グ
マ
 と
い
う
類
型
に
 関
し
て
は
、
フ
ル
ト
マ
 

ン
は
 、
そ
の
物
語
の
核
と
な
り
、
史
的
 信
糠
 性
を
保
っ
て
 い
る
と
考
え
ら
れ
る
イ
エ
ス
の
発
言
に
の
み
集
中
し
、
 

そ
の
発
言
の
状
況
設
定
 

を
 与
え
る
物
語
部
分
に
つ
い
て
は
、
あ
と
か
ら
 俺
 念
約
 に
 設
定
さ
れ
た
も
の
（
日
の
臼
の
お
 コ
 の
）
と
断
定
し
て
、
一
言
 ロ
 の
も
と
に
退
け
る
こ
と
 

が
 多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ト
マ
ン
で
あ
る
 か
ら
こ
そ
、
ロ
イ
ェ
ス
 口
 を
書
く
場
合
に
は
、
「
伝
承
の
 あ
の
最
古
の
層
の
中
に
 

-
6
 
）
 

あ
る
思
想
の
複
合
体
が
私
達
の
叙
述
の
対
象
」
で
あ
り
、
 こ
の
最
古
の
層
を
「
イ
エ
ス
 と
 名
づ
け
る
」
と
い
う
の
 で
あ
る
。
こ
れ
は
も
う
 

「
ふ
る
い
わ
け
」
的
方
法
の
極
致
と
舌
口
わ
ね
ば
な
ら
な
い
 
。
そ
し
て
そ
の
後
、
一
九
五
 0
 年
代
後
半
に
な
っ
て
 再
 び
 史
的
イ
エ
ス
に
つ
い
 

て
の
関
心
が
強
く
な
る
ま
で
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
の
間
 で
も
そ
れ
に
反
対
す
る
者
の
間
で
も
、
イ
エ
ス
研
究
に
 一
種
の
停
滞
が
見
ら
れ
 

た
の
り
は
、
イ
ノ
ル
ト
マ
ン
の
 コ
 
イ
エ
ス
 ロ
ぶ
比
 「
 ふブ
 
つ
い
 も
り
 
は
 リ
 
」
的
方
法
の
限
界
 点
 に
ま
で
到
達
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
 か
な
ら
な
い
。
 

程
で
あ
る
と
み
な
し
て
し
ま
 う
 
。
（
 

@
-
@
 

4
-
 

ヰ
 
l
 
ハ
 」
こ
の
意
味
で
の
 
マ
ル
コ
仮
現
が
通
用
し
な
く
な
っ
た
以
上
、
「
イ
ェ
ス
の
 言
葉
や
イ
エ
ス
の
出
来
 

（
 
5
 ）
 

事
 の
 信
遇
性
 」
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
「
組
織
的
な
 探
究
に
よ
っ
て
伝
承
の
各
層
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 ぃ
 。
」
そ
れ
を
な
す
の
 

も
 大
き
な
影
響
を
残
し
た
、
 R
.
 

ブ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
 

 
 

b
 は
次
の
よ
う
な
書
き
 

出
し
で
，
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
「
共
観
福
音
書
問
題
の
研
究
 

が
 、
マ
ル
コ
福
音
書
が
最
古
の
福
音
書
で
あ
る
と
い
う
 結
論
に
到
達
し
た
時
に
 、
 

人
々
は
そ
の
結
論
に
喜
ん
で
、
あ
ま
り
に
せ
っ
か
ち
 に
 歩
を
迎
 め
 、
マ
ル
コ
に
よ
る
イ
エ
ス
伝
の
叙
述
を
そ
の
 
ま
ま
・
・
・
・
・
・
歴
史
的
な
過
 



の 想 わ と ば 近 張 る つ か と 転 そ と 

批
評
し
た
。
芯
が
残
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
皮
を
む
き
 

続
 け
て
い
く
と
、
つ
い
に
何
も
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

ィ
ヱ
 ス
 研
究
の
現
状
は
 
、
 

れ
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
と
大
差
な
い
と
こ
ろ
 

ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
 

根
本
的
な
方
法
論
的
 

換
 を
行
 う
 必
要
が
あ
る
の
だ
。
 

こ
の
「
ふ
る
い
分
け
」
の
操
作
に
対
し
て
、
ふ
る
い
分
け
 

0
 基
準
が
解
釈
者
の
主
観
に
従
っ
て
相
違
 

し
、
 従
っ
て
 酸
味
で
あ
る
か
ら
、
 

い
 う
 理
由
で
反
対
す
る
者
も
い
る
が
、
そ
れ
は
本
質
的
な
 

批
判
で
は
な
い
。
確
か
に
歴
史
学
は
蓋
然
性
の
学
で
あ
 

る
か
ら
絶
対
的
な
確
 

さ
は
保
証
し
え
な
い
し
、
研
究
者
の
主
観
を
排
除
し
き
 

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

信
 志
位
の
あ
る
 
直
接
資
料
に
た
ど
り
 

こ
う
と
す
る
な
ら
 
ぱ
、
 何
ら
か
の
基
準
を
た
て
て
ふ
る
い
 

分
け
の
作
業
を
行
 
う
 以
外
に
は
方
法
は
な
い
の
で
あ
り
 

、
そ
の
点
を
拒
否
す
 

の
は
歴
史
学
自
体
の
拒
否
で
あ
る
、
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
 

え
 低
い
。
そ
の
点
に
関
す
る
限
り
は
、
ふ
る
い
分
け
の
 

方
法
の
正
し
さ
を
 
主
 

し
て
も
主
張
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
 

作
業
を
行
 う
 た
め
の
客
観
的
な
基
準
を
 
う
 ち
た
て
よ
 う
と
 努
力
し
て
き
た
の
が
 

代
 聖
書
 学
 で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
素
人
が
想
像
す
る
 

よ
り
も
よ
ほ
ど
確
実
な
推
論
が
こ
の
領
域
で
は
可
能
に
な
 

っ
て
い
る
。
た
と
え
 

、
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
思
想
と
一
致
す
る
も
の
、
及
び
後
 

の
 教
団
神
学
と
一
致
す
る
も
の
は
真
正
な
イ
エ
ス
の
言
葉
 

と
は
み
な
さ
な
い
、
 

い
う
の
は
、
大
筋
に
お
い
て
は
今
日
誰
も
疑
い
え
な
い
 

基
 準
 で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
一
応
の
基
準
で
あ
っ
て
 

、
 
機
械
的
に
適
用
す
る
 

け
に
は
い
か
な
い
 
0
 イ
エ
ス
と
て
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
 
だ
 っ
 た
の
だ
し
、
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
世
界
に
生
き
て
い
た
の
 

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
 

思
 

を
 前
提
と
し
、
あ
る
い
は
そ
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
受
け
 

い
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
後
期
 

ユ
 ダ
ヤ
教
の
黙
示
文
学
 

思
想
や
知
恵
文
学
の
格
舌
口
と
一
致
す
る
こ
と
を
イ
エ
ス
 

が
言
わ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
イ
エ
ス
 

の
よ
う
に
個
性
豊
か
 

 
 

む
ほ
ど
、
イ
エ
ス
の
歴
史
を
復
元
す
る
た
め
の
確
か
な
 素
材
の
数
は
減
っ
て
い
く
。
あ
る
人
は
こ
れ
を
 ら
つ
 
き
ょ
 ぅ
 0
 度
む
き
の
操
作
だ
 

 
 

様
式
 
史
 へ
、
様
式
史
か
ら
編
集
 

史
 へ
と
、
 
「
ふ
る
い
分
け
」
の
技
術
が
進
め
ば
 

進
鞘
 

 
 

わ
れ
て
い
た
伝
承
資
料
も
、
か
な
り
な
程
度
ま
で
教
団
 

神
学
や
福
音
書
記
者
の
神
学
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
た
も
の
 

と
 判
断
さ
れ
る
よ
う
に
 2& 



な
 独
自
注
を
持
っ
た
人
物
を
描
く
 場
 ム
ロ
に
は
、
そ
の
時
 
代
の
思
想
を
特
に
ぬ
き
ん
出
た
占
に
主
と
し
て
着
眼
す
る
 、
と
い
う
の
が
正
し
い
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ま
た
、
イ
エ
ス
よ
り
も
平
凡
な
 、
時
 代
の
常
識
に
生
き
て
い
た
弟
子
達
が
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
 伝
承
す
る
場
合
に
 、
時
 

代
の
常
識
か
ら
そ
れ
を
解
釈
し
、
時
代
の
常
識
の
言
葉
 を
 多
く
ま
ぜ
あ
わ
せ
て
い
っ
た
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
 。
だ
か
ら
、
後
期
 ユ
 ダ
 

ヤ
 教
の
文
献
に
類
例
が
み
ら
れ
る
も
の
は
、
一
応
真
正
な
 イ
エ
ス
資
料
か
ら
は
除
く
、
と
い
う
の
が
正
し
い
。
 同
 じ
こ
と
は
教
団
神
学
と
 

の
 一
致
に
つ
い
て
も
舌
口
え
る
。
確
か
に
教
団
神
学
は
 
ィ
ェ
 ス
 を
出
発
点
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
 の
間
に
一
致
が
あ
っ
た
 

と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
イ
エ
ス
を
信
仰
の
 対
象
と
し
て
発
言
す
る
場
合
と
イ
エ
ス
が
自
ら
発
言
す
る
 場
合
と
で
は
お
の
ず
か
 

ら
 相
違
が
あ
る
の
で
あ
り
、
前
者
が
後
者
を
前
提
と
し
 て
 生
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
 イ
エ
ス
自
身
の
発
言
と
 

は
み
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
 

-
9
 
）
ど
ち
ら
の
場
合
に
せ
よ
、
 
こ
の
基
準
を
厳
格
に
適
用
す
れ
ば
、
真
正
な
イ
エ
ス
の
 発
言
を
も
時
に
は
真
正
 

で
は
な
い
と
し
て
切
っ
て
捨
て
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
 事
 実
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
正
な
資
料
で
な
い
も
の
を
も
 数
多
く
導
入
し
て
 々
エ
 

ス
 像
を
え
が
く
よ
り
は
、
多
少
真
正
な
資
料
を
と
り
こ
ぼ
 す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
と
も
か
く
真
正
な
も
の
だ
け
を
 残
し
て
イ
ェ
ス
像
を
描
 

く
 方
が
歴
史
半
的
こ
 

正
し
い
の
で
あ
る
。
白
 

@
 %
 
１
１
 

よ
ま
 ど
 

@
0
 

I
 
 

）
 ま
 た
 知
る
べ
き
こ
と
は
、
右
に
あ
げ
た
の
は
一
つ
の
例
に
し
 か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
 

て
 、
実
際
に
は
も
っ
と
よ
ほ
ど
数
多
く
の
基
準
が
組
合
 さ
れ
、
従
っ
て
相
互
に
規
制
し
る
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 。
福
音
書
批
判
は
 一
 

っ
 0
 基
準
だ
け
で
話
が
す
む
ほ
ど
粗
雑
な
学
問
で
は
な
い
 。
右
に
あ
げ
た
基
準
は
イ
エ
ス
の
言
葉
の
伝
承
を
見
分
 け
る
際
の
も
の
、
 
特
 

浅
に
、
イ
エ
ス
の
人
格
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
言
葉
 
及
び
格
言
的
な
知
恵
の
言
葉
に
関
す
る
場
合
で
、
他
の
 素
材
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
は
 

の
り
の
判
断
の
基
準
が
あ
る
し
、
同
じ
素
材
に
関
し
て
 
も
 、
そ
の
他
に
舌
口
語
的
、
時
代
史
的
等
々
の
見
地
か
ら
 
数
多
く
の
基
準
が
働
く
の
で
 

究
 

莉
 
あ
る
。
従
っ
て
、
教
義
的
な
偏
見
や
た
め
に
す
る
 議
 論
 な
ら
ば
と
も
か
く
、
現
代
聖
書
学
の
批
判
的
方
法
は
 学
者
の
主
観
に
頼
っ
て
い
る
 

 
 

料
の
ふ
る
い
分
け
の
技
術
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
教
団
 

そ
 事
情
を
知
ら
な
い
者
の
捷
間
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
 

の
 創
作
も
し
く
は
教
団
の
手
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以
 で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
、
新
約
学
者
に
限
ら
ず
キ
 リ
 ス
ト
教
学
者
の
間
で
は
一
種
の
流
行
の
よ
う
に
な
っ
て
 な
 

 
 

史
的
イ
エ
ス
の
研
究
が
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
 る
 。
そ
れ
も
従
来
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
の
方
法
論
的
行
き
 つ
ま
り
を
意
識
し
て
、
 

-
l
,
 

1
 ）
 

方
法
論
的
転
換
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
 て
き
た
 助
 き
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
新
し
い
史
的
イ
エ
ス
の
 研
究
」
と
呼
ば
れ
る
 所
 

  3 する歴史るか用い ロ い場 ため 合計 力 り う 確実 ごく カカ 

の 

点 わっ 像復 てい リ、 = カ 合に @@ 亡ま した とい る。 な直 僅か 

を 元 る そ と は   だ う そ 接 に た 
最 に に ね い 、 あ け こ の 資 な も 
近 擦 ら を う 単 る で と 場 料 つ め 
  し か 用 こ に 程 は で 合 の て と 
史 て か い と 資 良 種 あ 歴 介 し 断 
約 一 要 わ る が 料 の 史 る 丈 量 ま 定 
イ - 一 求 ら 場 イ 0 店 像 。 学 が っ さ 

エ 

ス   
  る い 方 研 だ る 元 ど と れ と 部 
究 
@% 厳つ 密の論ので要は 法突 け 心 ともっぼし，、 ィて っ 分 が 
  ェ 歩 そ こ ま 

  す まにさが 言え 的 恨 課題 歴 は とす 要 れ と 

て 欠 か 界 に 史 る な の な を な ま 

多 け 直 の な の の い 場 こ た の す 
  る 接 自 っ 把 で の 合 と だ で ふ 

検 
- ミ - ロ、 寸 

  
て 

み   
よ 

つ 0 
  

合 。 直 で 料 、 り 資 系 料 ス 

先 の こ 接 あ                                           
  
も   
多 な 覚 と そ 極 髄 直 か 整 の を 
  
ふ 復元 推論カナ ょ - ド 違っ こで 限さ 史的 法賢 に解 理す 変化 

    
た 
よ   
  を 間 ま て て な が い 一 の め 
V- 導 接 ま も そ 煮 梅 か 店 賃 の 

  
入 哲 史 門 れ 珠 帳 に そ 的 確 
す 料 実 技 だ を さ 整 の 変 か 

九 る も と 賀 け 持 れ 埋 ま 北 な 
五                     っ て し ま を 質 
  と く 言 を 広 た い 相 歴 も 料 
年 に は え ど が 人 る 互 史 た と 

  
  
  言える 間接的なり、 ないも のよう りを持 物を理 場合、 に関連 像の復 らす。 
半 
  もの 本のでそこ１ 方法 @ こ１ ちえ 解す 資料 づけ 元と もし 

，り に な る 用 な る を る な も は 
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史的イエス研究の 方法 

だ
そ
れ
を
よ
り
一
層
深
め
た
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
た
 い
 。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
は
、
 

イ
ュ
 レ
ミ
ア
ス
は
方
法
論
 約
 転
換
の
要
請
を
何
ら
 

意
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
の
駆
使
 す
る
知
識
の
繊
密
 さ
 高
度
さ
里
民
呈
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
そ
の
描
く
イ
エ
ス
の
 全
 

体
 像
が
古
典
的
な
色
彩
の
も
の
で
あ
っ
て
、
現
代
の
研
 究
 が
要
求
す
る
幅
を
備
え
て
い
な
い
、
と
い
う
結
果
が
 由
 来
す
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
か
ら
出
て
来
た
最
 近
の
 
「
新
し
い
」
史
的
イ
エ
ス
の
研
究
は
、
明
瞭
に
方
法
 論約
 転
換
の
自
覚
が
 

31@ (<85) 
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l
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）
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
五
つ
の
項
目
 は
い
ず
れ
も
方
法
論
的
に
は
従
来
の
研
究
を
受
け
う
い
で
 い
る
の
で
あ
っ
て
 
、
た
 

大
 で
こ
の
「
論
争
」
に
対
し
て
発
言
し
た
こ
と
の
な
い
 人
は
め
ず
ら
し
い
く
ら
い
で
あ
る
。
（
 

@
@
l
 
 

そ
し
て
こ
の
論
争
に
 参

加
す
る
す
べ
 

達
 が
何
ら
か
の
意
味
で
従
来
の
イ
ェ
ス
研
究
の
行
き
づ
 ま
り
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
 
人
 々

に
よ
る
最
近
 

は
 、
前
項
で
指
摘
し
た
よ
う
な
方
法
論
的
転
換
の
課
題
 を
 多
か
れ
 歩
 か
れ
反
映
し
て
い
る
と
舌
口
え
よ
 う
 。
し
か
し
 な
が
ら
そ
れ
は
 

ば
 事
情
に
せ
き
ら
れ
て
や
む
を
え
ず
そ
の
よ
う
に
な
っ
 て
い
る
、
と
い
う
感
じ
で
、
「
間
接
的
方
法
」
が
方
法
と
 し
て
十
分
に
自
 

反
省
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
彼
等
が
 い
わ
ば
無
自
覚
の
中
に
行
っ
て
い
る
方
法
論
的
転
換
を
我
 々
と
し
て
は
 自
 

整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
非
常
に
古
典
的
な
姿
 勢
で
 接
近
し
て
い
る
例
と
し
て
、
 

J
.
 イ
ェ
 レ
ミ
ア
ス
を
 
あ
げ
る
こ
と
 

る
 。
彼
は
、
現
在
で
は
前
の
時
代
よ
り
も
正
確
に
史
的
 イ
ェ
ス
を
記
述
で
き
る
希
望
が
あ
る
と
し
て
、
五
つ
の
 理
 由
 を
あ
げ
て
い
 

一
に
批
判
的
研
究
、
特
に
文
献
批
判
の
進
歩
で
あ
る
。
 

ィ
 ヱ
 レ
ミ
ア
ス
が
こ
う
い
う
時
に
は
、
特
に
、
伝
承
と
 編
 集
の
区
別
が
正
 

き
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
を
頭
に
お
い
て
い
る
。
第
二
 に
 様
式
史
の
成
果
で
あ
る
。
第
三
に
、
イ
ェ
ス
時
代
史
、
   

歩
 が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
四
が
イ
エ
ス
の
言
語
と
し
て
の
 ア
ラ
ム
語
の
研
究
、
第
五
が
イ
エ
ス
の
思
想
の
終
末
論
 的
 性
格
の
再
発
 

る
 。
こ
の
五
つ
の
項
目
は
特
に
相
互
の
間
の
理
論
的
な
 関
係
が
考
察
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
 正
し
い
指
摘
で
 

そ
し
て
こ
の
五
つ
の
点
の
高
度
な
知
識
を
駆
使
し
て
い
る
 点
で
、
イ
ェ
レ
ミ
ア
ス
の
イ
エ
ス
研
究
は
や
は
り
現
代
 の
 最
高
水
準
に
 て

の
人
 

の
研
究
 

、
い
わ
 

覚
 的
に
 

覚
的
に
 

が
で
き
 

る
。
 第
 

確
に
で
 

究
の
進
 

見
 で
あ
 

あ
る
。
 

あ
る
、
 



  

あ
る
。
つ
ま
り
、
史
的
イ
ェ
ス
を
 切
 離
し
て
論
ず
る
こ
 と
は
せ
ず
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
キ
リ
ス
ト
論
と
の
 関
 わ
り
に
お
い
て
み
る
。
 

し
か
も
両
者
の
間
に
は
は
っ
き
り
し
た
不
連
続
、
一
種
 の
 断
絶
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
断
絶
を
意
識
し
 、
 従
っ
 て
こ
の
断
絶
の
向
う
側
 

に
あ
る
も
の
と
し
て
イ
エ
ス
を
描
い
て
い
こ
う
と
し
た
の
 が
 一
世
代
前
の
イ
ェ
ス
研
究
、
特
に
フ
ル
ト
マ
ン
の
も
 の
で
あ
っ
た
。
こ
の
 断
 

絶
と
は
つ
ま
り
、
我
々
が
前
項
で
、
イ
エ
ス
が
自
ら
語
る
 
場
合
と
信
仰
の
対
象
と
し
て
イ
ェ
ス
を
語
る
場
合
と
は
お
 の
ず
と
 異
る
 、
と
表
現
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
断
絶
を
頭
に
お
い
 た
 上
で
な
お
、
イ
ェ
ス
の
運
動
か
ら
生
れ
た
弟
子
達
の
集
 団
の
手
に
よ
っ
て
形
成
 

さ
れ
て
い
っ
た
教
団
神
学
で
あ
る
か
ら
に
は
、
両
者
の
 間
の
連
続
関
係
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
 
ト
マ
ン
流
に
表
現
す
れ
 

ば
 、
イ
エ
ス
が
宣
教
す
る
者
か
ら
宣
教
さ
れ
る
者
と
な
 っ
た
 謎
を
解
明
す
る
の
が
新
約
学
の
大
き
な
課
題
な
の
で
 あ
る
。
い
わ
ば
両
者
の
 

間
の
不
連
続
の
連
続
、
本
質
的
な
か
か
わ
り
を
問
 う
、
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ブ
ル
ト
マ
ン
は
解
明
し
 な
い
で
 謎
 と
よ
ぶ
だ
け
 

に
と
ど
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
最
近
の
新
し
い
史
的
 イ
エ
ス
の
研
究
は
 、
 特
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
弟
子
達
を
中
心
 に
し
て
、
史
的
イ
ェ
ス
 

そ
の
も
の
の
研
究
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
関
係
を
問
う
 と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
を
移
し
て
し
る
 

、
 

Ⅰ
 
0
@
5
 

l
 
 

）
 
け
れ
ど
も
こ
ち
 ら
に
興
味
の
中
心
を
移
 

し
て
、
イ
エ
ス
の
思
想
を
直
接
的
に
確
認
す
る
と
い
う
 方
 に
は
重
き
を
お
か
な
い
の
は
、
た
だ
単
に
興
味
の
中
心
 が
 移
動
し
た
と
か
、
 従
 

来
 あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
低
か
っ
た
部
門
を
開
拓
す
る
 と
か
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
は
な
く
確
か
に
こ
れ
ら
 も
 重
要
な
理
由
に
は
 違
 

い
な
い
け
れ
ど
も
直
接
的
に
イ
ェ
ス
を
研
究
す
る
 と
い
う
方
向
が
こ
こ
久
し
く
い
わ
ば
 手
 づ
ま
り
に
な
っ
て
 い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
手
づ
ま
り
こ
そ
我
々
が
先
に
 「
ふ
る
い
分
け
」
的
方
法
の
行
き
づ
ま
り
と
し
て
指
摘
し
 た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
 

い
 。
つ
ま
り
、
い
き
な
り
イ
ェ
ス
自
身
を
問
う
仕
方
の
研
 究
 が
実
際
に
は
ど
こ
ま
で
イ
ェ
ス
自
身
を
正
し
く
描
い
 て
い
る
こ
と
に
な
る
の
 

か
 、
と
い
う
点
で
方
法
論
的
不
安
を
感
じ
は
じ
め
て
、
 最
 近
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
は
、
イ
エ
ス
と
原
始
教
団
の
神
 学
 と
の
間
の
関
係
を
問
 

う
こ
と
を
通
じ
て
、
イ
ェ
ス
自
身
を
も
そ
の
関
係
を
つ
 

.
 

、
、
、
 くり
だ
し
た
者
と
し
て
把
握
し
て
い
こ
う
、
と
す
る
の
で
 あ
る
。
こ
れ
は
、
我
々
 

が
 前
項
の
結
論
と
し
て
、
間
接
的
方
法
の
追
求
と
い
う
 課
題
を
指
摘
し
た
こ
と
に
ま
さ
に
対
応
す
る
も
の
に
ほ
か
 な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
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史的イエス 研究 の方法 

い
う
こ
と
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
の
は
 G
.
 ボ
ル
ン
カ
ム
 の
次
の
文
章
で
あ
る
。
 「
福
音
書
に
史
学
的
（
日
ゑ
。
 目
 0
9
 
口
づ
オ
 
が
り
 
オ
 ）
に
は
 非
 

3
3
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
 

以
上
の
事
柄
を
二
人
の
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
の
学
者
の
史
 的
 イ
ェ
ス
の
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
を
簡
単
に
検
討
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
 
、
も
 

 
 

う
 少
し
具
体
的
に
明
か
に
し
て
み
よ
う
。
史
的
イ
ェ
ス
 を
 把
握
す
る
の
に
イ
ェ
ス
 と
 教
団
神
学
の
関
係
を
問
う
こ
 と
を
通
じ
て
な
す
、
と
㎝
 

ま
た
、
こ
の
新
し
い
方
向
の
研
究
は
 、
 単
に
史
的
探
究
 の
際
の
方
法
論
的
反
省
か
ら
ば
か
り
生
れ
て
き
た
も
の
で
 は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
 

興
味
を
よ
び
お
こ
す
神
学
的
動
機
も
強
か
っ
た
わ
け
だ
 し
 、
ま
た
イ
エ
ス
を
追
求
す
る
上
で
の
方
法
論
的
自
覚
 と
 い
う
よ
り
は
内
容
的
な
 

関
心
の
変
化
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
新
し
い
」
 研
 究
 に
た
ず
さ
わ
る
欧
米
の
学
者
達
は
、
と
も
す
る
と
方
法
 論
 的
反
省
と
神
学
的
内
 

容
的
 動
機
と
を
混
同
す
る
傾
向
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
 方
 法
論
的
反
省
（
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
対
象
を
学
問
 的
に
正
確
に
把
握
し
よ
 

う
と
い
う
意
識
で
あ
る
）
と
神
学
的
内
容
的
動
機
（
 こ
 

 
 

ら
 生
れ
る
）
と
の
間
に
 

は
 、
事
実
こ
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
 う
 に
、
き
わ
め
 
て
 密
接
な
関
係
が
あ
る
。
し
か
し
学
問
的
意
識
と
し
て
は
 こ
の
両
者
は
蛾
 
然
 と
区
 

別
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
 
区
 別
 が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
方
法
論
的
行
き
づ
 
ま
 り
の
打
開
も
い
わ
ば
 一
 

種
 の
ま
ぐ
れ
当
り
に
終
り
か
れ
な
い
。
我
々
が
こ
こ
で
 神
学
的
内
容
的
動
機
と
よ
ぶ
の
は
、
史
的
イ
ェ
ス
の
思
想
 と
 教
団
神
学
と
の
本
質
 

的
 関
係
こ
そ
神
学
的
関
心
と
し
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
 い
、
と
い
う
関
心
の
持
ち
方
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
内
容
 的
 関
心
を
も
つ
の
は
、
 

-
 
述
 ）
 

狭
義
の
神
学
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
実
存
論
 一
般
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
正
当
な
 間
 で
あ
る
。
し
か
し
だ
 

か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
史
学
的
方
法
論
の
問
題
と
混
同
 し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 史
 的
 イ
ェ
ス
の
思
想
と
教
 

日
神
学
と
の
本
質
的
関
係
に
関
心
を
も
つ
か
ら
と
い
っ
 て
 、
イ
ェ
ス
像
の
史
学
的
復
元
の
作
業
を
、
教
団
神
学
に
 反
映
し
た
限
り
で
の
 ィ
 

エ
 ス
像
の
把
握
に
と
ど
め
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
 ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
史
学
的
方
法
論
の
反
省
と
 す
る
た
め
に
は
、
教
団
 

 
 

神
学
に
反
映
し
た
限
り
で
の
イ
エ
ス
像
を
通
じ
て
い
か
 に
し
て
我
々
は
史
的
イ
エ
ス
の
像
を
復
元
で
き
る
の
か
、
 と
い
う
問
が
考
察
さ
れ
 



で
 彼
は
、
十
九
世
紀
的
な
イ
エ
ス
 伝
 研
究
の
場
合
は
歴
史
 と
 啓
示
の
関
係
を
問
題
と
し
て
問
う
て
い
な
い
、
 

と
批
 制
 し
、
福
音
書
に
お
い
 

て
 歴
史
は
ど
の
よ
う
な
種
類
の
歴
史
 か
 、
こ
の
歴
史
が
い
 か
な
る
意
味
に
お
い
て
信
仰
を
根
拠
づ
け
る
の
か
、
 
と
ぃ
 う
こ
と
を
問
う
べ
き
で
 

あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
福
音
書
に
と
っ
て
は
、
 イ
 エ
 ス
の
歴
史
は
一
応
過
去
形
を
用
い
て
書
か
れ
て
は
い
 る
も
の
の
、
そ
れ
は
 過
 

 
 

ぎ
 去
っ
た
過
去
で
は
な
く
現
在
の
強
力
な
時
で
あ
る
、
 い
 わ
ば
そ
れ
は
、
か
っ
て
と
 今
 と
の
境
界
を
 つ
 き
破
る
 歴
 史
 で
あ
る
。
福
音
書
記
 

者
達
に
こ
の
よ
う
な
理
解
を
せ
ま
る
仕
方
で
イ
エ
ス
が
 実
在
し
た
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
史
的
イ
エ
ス
の
本
質
を
 そ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
 

と
ら
え
る
の
が
正
し
い
の
だ
、
と
彼
は
言
う
。
こ
の
論
 ヒ
 
日
 は
そ
こ
に
は
「
現
在
の
強
力
な
時
と
し
て
の
歴
史
」
 
と
い
う
よ
う
な
実
存
 生
 

義
 神
学
好
み
の
表
現
が
出
て
き
て
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
 に
 検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
非
常
 に
 鮮
明
で
、
我
々
が
 右
 

に
 指
摘
し
た
最
近
の
史
的
イ
ェ
ス
研
究
の
長
所
と
欠
陥
を
 よ
く
示
し
て
い
る
。
福
音
書
記
者
達
が
こ
の
よ
う
な
 歴
 空
理
解
の
中
に
イ
エ
ス
 

像
を
と
ら
え
よ
 う
 と
し
た
、
（
 

8
 
エ
 

）
 
そ
の
こ
と
に
史
的
イ
ェ
ス
 自

身
の
本
質
を
見
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
 
ゲ
か
，
ィ
は
 、
イ
エ
ス
の
宣
教
と
活
 

こ
り
 皮
 

動
を
支
配
し
て
い
る
本
質
は
、
「
歴
史
家
が
ま
ず
か
な
，
 
ら
ず
全
視
線
を
集
中
す
る
と
こ
ろ
の
個
別
の
、
 
@
 ）
確
認
可
能
 な
 過
ぎ
去
っ
た
事
柄
 や
 

事
実
の
集
積
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
信
仰
者
の
応
 答
を
期
待
す
る
語
り
か
け
の
出
来
事
」
に
あ
る
、
と
主
張
 す
る
。
こ
の
よ
う
な
 問
 

題
意
識
を
も
っ
て
史
的
イ
エ
ス
に
 せ
 ま
ろ
う
と
す
る
の
 は
 正
し
い
。
し
か
し
そ
の
問
題
意
識
が
歴
史
学
的
方
法
論
 0
 間
 題
 と
し
て
は
十
分
 

 
 

に
 展
開
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
イ
ェ
ス
自
身
が
具
体
 的
に
も
っ
て
い
た
何
も
の
か
が
弟
子
達
に
こ
の
よ
う
な
 信
仰
の
応
答
を
せ
 ま
っ
 

た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
何
も
の
か
を
確
認
す
る
の
が
 歴
 史
学
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
、
「
信
仰
者
 の
 応
答
を
期
待
す
る
 語
 

り
か
け
の
出
来
事
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
 形
 式
 的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
イ
ェ
ス
自
身
の
生
き
て
 い
 た
具
体
的
な
歴
史
の
 

場
 に
即
し
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
を
個
々
の
事
 側
 に
即
し
て
追
求
す
る
の
が
歴
史
学
な
の
で
あ
る
。
「
 史
 的
 」
イ
エ
ス
の
研
究
と
 

 
 

-
7
 

l
 ）
 

る
 。
こ
の
文
章
は
「
史
的
」
イ
エ
ス
と
い
う
 場
 ム
ロ
の
「
 
歴
 史
 」
と
信
仰
の
関
係
を
扱
っ
た
彼
の
論
文
の
結
論
の
文
 章
 で
あ
る
。
こ
の
論
文
 
勒
 

常
に
問
題
を
は
ら
み
、
批
判
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
 記
 述
の
仕
方
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
の
は
史
的
イ
エ
ス
白
身
な
 の
だ
」
と
彼
は
主
張
す
 
34 



史的イエス研究の 方法 

に
 同
一
視
さ
れ
て
い
る
上
に
 、
 新
し
い
歴
史
理
解
を
可
能
 に
し
た
イ
エ
ス
、
と
い
う
イ
エ
ス
 像
 
（
こ
れ
は
あ
く
ま
 で
も
間
の
方
向
の
問
題
 

で
あ
る
）
が
史
学
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
確
認
し
つ
る
の
 か
 
（
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
史
学
的
方
法
の
問
題
で
あ
る
 
）
、
と
い
う
問
が
な
お
 

ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
近
代
史
学
の
方
法
で
 は
 史
的
イ
エ
ス
は
把
握
で
き
な
い
、
と
さ
ん
ざ
ん
批
判
し
 た
あ
と
で
提
案
さ
れ
る
 

（
 
4
 
2
 ）
 

「
新
し
い
」
研
究
が
、
方
法
と
し
て
は
、
「
近
代
史
学
の
 方
法
論
」
の
示
す
方
法
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
、
な
ど
 と
い
う
の
で
あ
る
。
 
目
 

的
と
方
法
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
の
成
果
 を
ふ
ま
え
っ
 
っ
 、
最
近
「
イ
エ
ス
」
を
公
表
し
た
八
木
誠
 一
 氏
の
場
合
は
 、
方
 

 
 

の
中
で
、
研
究
の
方
法
と
し
て
四
つ
の
線
を
指
摘
す
る
。
 第
一
は
先
に
我
々
が
 

 
 

「
ふ
る
い
分
け
」
の
方
法
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
、
、
（
 

6
 
）
。
 

@
 
 第
二
 は
 、
か
な
ら
ず
し
も
直
接
 信
寒
性
 の
あ
る
資
料
で
な
く
 と
も
、
と
も
か
く
福
音
㈹
 

書
 に
伝
え
ら
れ
た
イ
ェ
ス
伝
承
を
「
全
体
と
し
て
つ
か
 む
こ
と
の
で
き
る
視
点
」
を
求
め
れ
ば
、
「
い
ろ
い
ろ
な
 性
格
は
中
和
さ
れ
、
 
相
 

㏄
 

い
つ
か
ら
に
は
そ
こ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 こ
 れ
ら
の
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
の
人
々
は
 、
 間
の
方
向
が
正
 し
 

と
い
っ
て
、
そ
れ
で
そ
の
ま
ま
答
に
な
る
、
と
や
や
せ
 っ
 か
ち
に
論
理
を
直
結
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
 

（
 
れ
 ）
 

似
た
よ
う
な
問
題
は
 J
.
M
.
 

ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
場
合
に
 
も
 存
在
す
る
。
彼
は
、
従
来
の
史
的
イ
エ
ス
研
究
に
対
 し
 

能
 性
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
決
し
て
、
新
し
 

い
 資
料
が
み
つ
か
っ
た
か
ら
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
 理
 

き
で
は
な
く
、
 ボ
ジ
ィ
 
テ
ィ
ヴ
ィ
 ズ
ム
 の
歴
史
理
解
に
対
 し
て
新
し
い
歴
史
理
解
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
 と
 

で
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
歴
史
理
解
を
可
能
な
ら
し
め
 た
 者
と
し
て
イ
ェ
ス
を
把
握
し
よ
う
、
と
い
う
。
だ
か
 @
 
ら
 

研
究
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
「
歴
史
の
中
に
生
起
し
た
 一
つ
の
実
存
理
解
を
私
自
身
の
実
存
の
理
解
と
し
て
明
ら
 か
 

り
、
 従
っ
て
ま
た
、
「
ケ
リ
 ュ
グ
マ
と
 比
較
し
う
る
よ
，
 つ
な
仕
方
で
イ
エ
ス
の
史
的
行
動
、
イ
エ
ス
の
実
存
的
 自
 己
 

 
 

グ
て
 に
と
っ
て
の
史
的
イ
エ
ス
の
意
味
と
我
々
に
と
っ
 て
 く

 把
握
さ
れ
た
か
ら
 

て
新
し
い
研
究
の
可
 

由
を
求
め
ら
れ
る
べ
 

（
 
葎
 ）
 

言
う
。
し
か
し
他
方
 

新
し
い
史
的
イ
エ
ス
 

に
す
る
こ
と
」
で
あ
 

の
 理
解
に
到
達
す
る
 

の
 意
味
と
が
無
差
別
 



殺
さ
れ
て
」
客
観
的
統
一
的
に
イ
エ
ス
の
思
想
が
把
握
 で
き
る
。
第
三
の
線
は
第
二
の
線
を
更
に
拡
張
し
た
も
の
 と
し
て
、
「
新
約
聖
書
 

が
 全
体
と
し
て
語
り
証
示
し
て
い
る
人
間
の
あ
り
方
」
で
 あ
る
。
第
四
の
線
は
研
究
者
の
主
観
（
主
体
性
）
で
あ
 る
 。
こ
れ
ら
四
つ
の
 線
 

が
 交
叉
す
る
点
に
イ
エ
ス
像
が
浮
 び
 上
が
る
、
と
い
う
 の
で
あ
る
。
 

-
7
 

2
 
 

）
 
こ
の
第
四
の
線
は
歴
史
的
研
究
に
は
常
に
つ
 き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
 

が
 、
本
稿
の
直
接
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
こ
こ
で
論
じ
 な
い
。
第
二
、
第
三
の
線
を
史
的
イ
ェ
ス
研
究
の
方
法
論
 と
し
て
明
白
に
意
識
し
 

て
 採
用
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
、
す
で
に
フ
ル
ト
マ
ン
 学
派
に
よ
る
最
近
の
史
的
イ
ェ
ス
研
究
に
潜
在
的
に
示
 さ
れ
て
い
る
「
ふ
る
い
 

分
け
」
的
方
法
の
克
服
が
、
こ
こ
で
は
顕
在
化
し
て
い
 る
 、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
我
々
と
し
て
は
こ
 の
 反
省
を
も
う
一
歩
 つ
 

っ
 こ
ん
で
追
求
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 八
木
氏
の
言
う
第
二
、
第
三
の
線
と
は
要
す
る
に
我
々
 の
 舌
口
う
と
こ
ろ
の
間
接
 

駒
方
法
な
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
間
接
的
方
法
 採
用
の
要
請
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
運
用
 す
る
か
と
い
う
点
ま
で
 

は
 十
分
に
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 三
 つ
の
線
の
交
叉
す
る
点
と
い
う
の
だ
が
、
第
二
の
線
、
 第
 三
の
線
を
そ
の
点
に
ま
 

で
も
っ
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
の
 が
 方
法
の
運
用
の
問
題
な
の
だ
。
こ
れ
は
決
し
て
自
明
 の
こ
と
で
は
な
い
。
 こ
 

の
点
に
つ
い
て
の
批
判
は
も
う
一
つ
の
批
判
と
関
連
す
る
 。
す
な
 ね
 ち
、
第
二
の
線
、
第
三
の
線
と
い
っ
て
も
そ
 れ
ぞ
れ
決
し
て
一
本
の
 

ま
と
ま
っ
た
線
で
は
な
く
、
複
雑
な
、
か
つ
互
い
に
か
 な
り
相
異
な
る
要
素
の
集
積
な
の
で
あ
る
。
福
音
書
伝
承
 の
 統
一
的
理
解
と
い
っ
 

て
も
、
各
福
音
書
記
者
の
間
に
は
大
き
な
相
違
、
場
合
 に
よ
っ
て
は
矛
盾
が
あ
る
の
で
あ
り
、
伝
承
そ
の
も
の
 も
ま
た
、
い
く
つ
も
の
 

興
 っ
た
流
れ
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
 新
 約
 聖
書
全
体
と
な
る
と
も
っ
と
複
雑
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
 抽
象
化
、
理
論
化
の
操
 

作
を
経
て
、
統
一
的
理
解
を
試
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
 る
 。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
操
作
を
経
て
到
達
す
る
第
二
、
 第
三
の
線
の
交
叉
す
る
 

点
と
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
抽
象
的
な
も
の
と
な
り
か
ね
 な
い
。
史
的
存
在
が
史
的
で
あ
る
限
り
持
っ
て
い
る
広
い
 幅
が
こ
れ
で
は
認
識
さ
 

れ
な
い
こ
と
に
な
る
 0
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史的イェス研究の 方法 

て
 素
描
す
る
に
と
ど
め
る
。
 

Ⅱ
理
論
的
方
法
 

宗
教
的
実
存
一
般
に
つ
い
て
の
理
論
的
解
明
が
基
礎
と
 な
る
。
そ
し
て
そ
の
理
論
的
解
明
の
上
に
信
 逮
 性
が
あ
る
 と
 考
え
ら
れ
る
福
音
 

書
 資
料
を
ち
り
ば
め
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
現
実
に
 我
 々

の
手
に
残
さ
れ
て
い
る
宿
患
 性
 の
あ
る
資
料
は
数
量
的
 に
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
 

 
 
 
 

か
ら
、
そ
れ
だ
け
を
合
計
し
て
も
、
ま
と
ま
っ
た
り
な
 が
り
の
あ
る
思
想
は
復
元
で
き
な
い
。
だ
か
ら
直
接
資
料
 だ
け
で
は
欠
け
て
い
る
㈹
 

と
こ
ろ
を
理
論
的
反
省
に
よ
っ
て
補
っ
て
、
完
結
し
た
め
 
示
教
的
実
存
の
構
造
を
描
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
 た
と
え
ば
、
考
古
学
者
 
細
 

る
 。
ま
た
、
こ
の
三
つ
の
方
法
は
互
い
に
同
列
に
並
べ
、
 
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
特
に
第
一
、
第
二
の
そ
れ
ぞ
れ
と
 第
三
と
は
互
い
に
重
複
 

す
る
と
こ
ろ
が
多
い
し
、
ま
た
互
い
に
対
象
の
異
っ
た
 側
面
を
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
考
相
互
の
 間
の
関
係
を
論
ず
る
こ
 

と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
の
現
状
が
ま
だ
そ
 こ
ま
で
執
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
こ
こ
で
は
と
り
 あ
え
ず
三
考
を
列
挙
し
 

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
我
々
は
 

あ
り
、
第
三
は
福
音
書
の
提
供
す
る
全
体
像
を
も
 

べ
て
を
づ
く
し
て
い
る
と
か
、
こ
れ
が
理
想
的
で
 

部
 検
討
し
て
み
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
 

か
ら
い
っ
て
、
た
と
え
不
十
分
で
は
あ
っ
て
も
、
 

こ
の
三
つ
の
方
法
を
考
え
る
。
第
一
は
理
論
的
方
法
で
あ
 り
 、
第
二
は
社
会
的
方
法
で
 

と
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
を
指
摘
し
た
か
ら
 と
て
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
で
す
 

あ
る
、
と
か
い
う
の
で
は
な
い
。
対
象
を
論
理
的
に
考
 察
し
て
、
あ
り
う
る
方
法
を
全
 

あ
る
。
そ
も
そ
も
間
接
的
方
法
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
 

 
 

今
 の
と
こ
ろ
こ
の
よ
う
な
方
法
し
か
実
際
に
は
可
能
で
 な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
 

以
上
の
議
論
の
中
で
す
で
に
多
少
示
唆
し
て
き
た
こ
と
 で
あ
る
が
、
最
後
に
 、
 我
々
自
身
が
考
え
る
間
接
的
方
 法
を
素
描
し
て
み
よ
 

ぅ
 。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
間
接
的
方
法
な
の
で
あ
る
か
，
 
b
 、
数
少
い
と
ほ
い
え
直
接
 哲
料
 を
も
と
に
し
て
確
認
で
 き
る
事
実
と
あ
わ
せ
て
 

一 一 一 



  

が
 発
見
さ
れ
た
土
器
の
断
片
か
ら
全
体
の
形
を
復
元
す
 る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
土
器
を
扱
っ
た
こ
と
 の
あ
る
考
古
学
者
な
ら
 

ば
 、
基
本
的
な
土
器
の
類
型
が
頭
に
は
い
っ
て
い
る
か
，
 

り
 、
か
な
り
容
易
に
ま
た
正
確
に
復
元
 し
ぅ
 る
は
ず
で
あ
 る
 。
同
様
に
、
宗
教
的
 

実
存
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た
理
解
と
解
明
を
な
し
う
る
 者
な
ら
ば
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
直
接
資
料
が
語
っ
て
 い
な
い
と
こ
ろ
も
推
論
 

に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
 、
理
論
的
反
省
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
は
、
福
音
書
資
料
 

の
 舌
口
 
止
 
正
木
づ
か
い
を
そ
の
 

ま
ま
反
復
す
る
だ
け
で
は
仕
方
が
な
 い
 の
で
、
そ
れ
を
 研
 究
 者
の
頭
の
中
で
い
っ
た
ん
消
化
し
、
理
論
化
し
て
表
現
 す
る
。
そ
し
て
更
に
そ
 

れ
を
敷
桁
し
て
理
論
を
総
合
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
 に
な
る
。
 
い
う
 な
れ
ば
、
も
し
も
イ
エ
ス
が
現
在
の
研
究
 者
の
立
場
に
立
っ
た
 ，
ら
 

こ
の
よ
う
に
舌
口
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
描
き
出
す
 

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
解
釈
学
的
円
環
 は
 避
け
ら
れ
な
い
。
 
つ
 

ま
り
、
全
体
の
方
向
と
し
て
は
、
イ
ェ
ス
の
言
葉
を
研
 究
 者
の
理
論
の
方
に
引
寄
せ
、
あ
て
は
め
て
い
く
の
で
あ
 る
が
、
し
か
し
、
逆
に
 

ま
た
、
イ
エ
ス
の
言
葉
の
伝
承
を
う
ま
く
ち
り
ば
め
る
 こ
と
が
で
き
る
よ
 う
 に
、
研
究
者
の
理
論
を
も
だ
ん
だ
ん
 と
 訂
正
し
て
 
い
 か
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
こ
の
解
釈
学
的
円
環
が
正
し
く
意
識
さ
れ
 て
い
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
決
し
て
主
観
的
な
 盗
煮
 に
は
 陥
 ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
解
釈
 

（
 
8
 
2
 ）
 

学
的
試
み
と
な
る
。
 

実
は
、
イ
ェ
ス
の
思
想
を
研
究
す
る
た
め
に
ほ
誰
で
も
 必
然
的
に
こ
の
よ
う
な
試
み
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
 い
 の
で
 あ
る
。
歴
史
学
が
推
 

論
を
伴
う
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
 あ
る
。
し
か
し
従
来
は
そ
れ
を
無
意
識
の
中
に
行
っ
て
 い
 る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
 

そ
し
て
実
際
に
は
こ
の
間
接
的
方
法
を
用
い
な
が
ら
、
 

自
 公
 で
は
直
接
的
方
法
だ
け
を
用
い
て
い
る
、
と
思
い
 
こ
ん
で
い
る
場
合
が
多
 

い
 。
し
か
し
ど
の
道
避
け
ら
れ
低
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
 は
 じ
め
か
ら
徹
底
し
て
十
分
な
反
省
を
伴
っ
て
意
識
的
に
 こ
の
方
法
を
用
い
た
 方
 

が
 よ
い
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
 門
 イ
エ
ス
」
は
こ
の
方
向
に
 大
き
く
踏
み
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
な
お
ま
だ
方
法
論
的
 意
識
と
し
て
は
不
十
分
 

で
あ
る
。
 

し
 力
し
こ
の
方
法
に
は
大
き
な
欠
点
 

コ
 

-
 
 
：
 
力
 
凶
 あ
る
 

。
（
 

9
 
2
 
 

）
 
イ
エ
ス
 と
い
う
歴
史
的
存
在
は
ま
さ
に
歴
史
的
で
あ
る
故
に
考
古
 学
者
の
扱
 う
 土
器
と
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は
 性
格
を
異
に
す
る
。
研
究
者
の
頭
の
中
に
あ
る
基
本
的
 

類
型
を
あ
て
は
め
て
い
く
か
ら
に
は
、
い
か
に
解
釈
学
 

的
 円
環
が
考
慮
さ
れ
て
 

も
 、
や
は
り
お
の
ず
と
対
象
の
性
格
を
限
定
し
て
か
か
 

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
力
法
で
扱
い
う
る
の
は
短
時
間
的
 

真
理
だ
け
な
の
だ
。
 
こ
 

れ
だ
け
で
は
イ
エ
ス
の
歴
史
的
個
性
を
描
き
出
せ
な
い
 

し
 、
イ
ェ
ス
の
生
き
て
い
た
歴
史
的
場
が
閑
却
に
ふ
さ
れ
 

て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
 

は
 、
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
忠
実
な
「
史
的
」
イ
ェ
ス
の
 

研
究
と
は
な
り
難
い
。
そ
こ
で
我
々
と
し
て
は
、
こ
の
 

方
法
に
そ
れ
ば
り
の
 
権
 

利
を
認
め
つ
つ
も
、
次
の
第
二
の
方
法
に
重
き
を
お
か
 

ざ
る
を
え
な
い
。
 

㈲
社
会
的
方
法
 

イ
ェ
ス
自
身
を
い
き
な
り
描
く
の
で
は
な
く
、
イ
ェ
ス
の
 

生
き
て
い
た
場
の
歴
史
的
社
会
的
状
況
を
明
ら
か
に
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
 
々
 

エ
 ス
の
姿
を
浮
彫
り
に
す
る
方
法
で
あ
る
。
直
接
資
料
は
 

僅
か
で
も
、
そ
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
の
光
に
照
ら
し
 

て
み
る
と
大
き
な
意
味
 

を
 示
し
 ぅ
る
 。
も
ち
ろ
ん
、
い
か
な
る
歴
史
的
研
究
と
い
 

え
ど
も
、
そ
の
対
象
の
お
か
れ
て
い
る
歴
史
的
社
会
的
場
 

を
 無
視
し
て
成
り
立
つ
 

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
歴
史
的
社
会
的
場
の
 

解
明
が
対
象
の
把
握
の
上
に
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
、
 

と
 い
う
こ
と
は
、
今
日
で
 

は
も
は
や
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ェ
ス
の
場
合
だ
か
，
 

り
 特
に
と
り
た
て
て
こ
の
方
法
が
必
要
だ
、
と
い
う
の
で
 

は
な
い
。
し
か
し
他
の
 

多
く
の
歴
史
的
対
象
の
場
合
に
は
、
直
接
資
料
に
よ
っ
 

て
そ
の
対
象
を
一
応
そ
れ
自
体
と
し
て
把
握
し
て
お
い
て
 

、
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
 

そ
の
対
象
を
歴
史
的
社
会
的
背
景
の
光
に
照
ら
し
あ
わ
せ
 

て
 理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
イ
ェ
ス
 

の
場
合
、
直
接
資
料
の
 

法
量
的
制
限
か
ら
い
っ
て
、
ま
ず
イ
エ
ス
と
い
う
対
象
 

を
そ
れ
自
体
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
も
、
は
じ
め
か
ら
 

そ
の
生
き
て
い
た
社
会
全
体
 

の
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
対
象
を
浮
彫
り
に
せ
 

方
 

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
の
イ
ェ
ス
 

研
 究
の
致
命
的
な
欠
陥
は
 
、
こ
 

究
 

矧
の
最
も
必
要
な
研
究
に
ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
て
い
な
 

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ェ
ス
時
代
史
の
研
究
は
そ
れ
 

な
り
に
か
な
り
研
究
さ
れ
て
 

剃
 
ィ
 

ェ
，
 

こ
れ
は
主
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
活
動
は
宗
教
的
な
事
 
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
イ
エ
ス
研
究
と
が
な
か
な
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そ
も
政
治
社
会
と
無
縁
な
思
想
な
ど
あ
り
え
な
い
。
 

盆
 
⑪
）
 

こ
こ
で
は
な
す
べ
き
研
究
の
例
を
一
、
二
指
摘
す
る
に
と
 

ど
め
た
い
。
一
つ
は
土
井
正
興
 

氏
が
 
イ
エ
ス
を
描
い
た
 

仕
方
で
あ
っ
て
 

、
異
 

民
族
ロ
ー
マ
に
よ
る
帝
国
支
配
下
に
お
け
る
民
衆
の
社
 

令
状
態
、
と
い
う
状
況
に
お
い
て
生
き
て
い
た
者
と
し
て
 

イ
エ
ス
を
把
握
し
よ
う
 

と
す
る
試
み
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
パ
レ
ス
チ
ナ
の
 

ユ
 
ダ
 ヤ
人
社
会
に
お
け
る
社
会
的
文
化
的
差
別
に
も
着
目
し
、
 

そ
の
差
別
の
も
と
に
あ
 

る
 
民
衆
と
共
に
生
き
た
者
と
し
て
イ
エ
ス
を
把
握
し
よ
 

，
 
つ
 
と
す
る
。
土
井
氏
自
身
は
そ
の
叙
述
に
現
代
の
政
治
的
 

意
識
を
い
さ
さ
か
も
ち
 

  

  

 
 

社
会
的
場
の
光
に
照
ら
し
て
理
解
し
直
し
て
い
く
必
要
 

が
あ
る
。
も
う
一
つ
の
試
み
は
、
私
自
身
が
す
で
に
他
の
 

と
こ
ろ
で
提
唱
し
た
こ
 

（
 
@
@
@
 

）
 

と
で
あ
る
が
、
イ
エ
ス
を
ガ
リ
ラ
ヤ
と
い
う
地
方
の
独
 

白
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
に
理
解
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
 

あ
る
。
ガ
リ
ラ
ヤ
は
 

、
 

半
独
立
 

塊
偶
 
政
権
の
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
と
は
歴
史
的
 

運
 
命
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
辺
境
の
地
方
 

の
 
土
着
の
民
が
 

ガ
 
リ
ラ
 

ヤ
の
 
民
衆
な
の
で
あ
る
。
そ
の
ガ
リ
ラ
ヤ
の
民
衆
と
い
，
 

っ
 
精
神
的
風
土
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
 

発
言
を
理
解
し
よ
う
と
 

試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
こ
の
種
の
試
み
は
 

ま
だ
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
 

る
 つ
 
。
 

㈲
福
音
書
の
示
す
全
体
像
 

第
三
の
方
法
は
、
福
音
書
の
提
供
す
る
イ
ェ
ス
の
全
体
 

像
を
手
が
か
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
は
 

マ
ル
コ
福
音
書
を
特
 

じ
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
具
体
的
な
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
マ
ル
コ
は
 

イ
ェ
ス
を
好
ん
で
常
に
 

活
動
は
豊
か
な
政
治
性
を
は
ら
ん
で
い
た
、
と
考
え
る
 が
 、
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
も
、
政
治
的
メ
シ
ヤ
論
を
も
   

い
う
前
提
か
ら
直
ち
に
、
イ
ェ
ス
の
思
想
は
政
治
社
会
と
 無
縁
で
あ
っ
た
、
な
ど
と
結
論
づ
け
る
の
は
、
あ
ま
り
 に
 性
急
で
あ
る
。
そ
も
 

提
 に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
と
し
て
は
、
 た
 と
え
 イ
エ
ス
は
政
治
的
メ
シ
ヤ
論
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
 と
し
て
も
、
そ
の
思
想
 
何
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法
音
書
の
場
合
と
違
っ
て
特
に
、
史
的
イ
エ
ス
を
論
ず
 
る
 場
合
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
事
実
、
 こ
の
全
体
 像
は
 、
基
本
的
方
 

礒
何
 に
お
い
て
、
直
接
真
正
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
 ィ
 エ
 ス
の
個
々
の
言
葉
の
伝
承
の
示
す
方
向
と
一
致
す
る
 の
で
あ
る
。
 

究
 

所
以
上
の
三
つ
の
間
接
的
方
法
を
こ
れ
か
ら
十
分
に
 開
拓
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
的
イ
エ
ス
研
究
に
 一
 ま
わ
り
豊
か
な
可
能
性
が
 

 
 

 
 

 
 

(
4
9
 

-
2
 

り
 
U
 
）
 

に
は
じ
め
て
意
識
的
に
重
心
を
お
こ
う
と
し
た
の
が
 マ
 ル
コ
 
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
マ
ル
コ
の
示
す
イ
エ
ス
 の
 全
体
 像
は
、
 
他
の
福
 

で に だ ね し あ エ イ て あ 無 

名
の
民
衆
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
民
衆
に
語
り
か
け
る
こ
 

と
を
 
好
 ん
だ
者
と
し
て
描
く
。
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
 

歴
史
的
 

屯
信
糠
性
の
 

る
 
伝
承
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
場
面
で
は
な
く
、
む
し
ろ
 

編
集
上
の
附
加
の
文
章
に
よ
っ
て
 

、
 
繰
り
返
し
民
衆
が
 

イ
エ
ス
に
つ
き
従
っ
 

  

  

 
 

エ
 
ス
と
い
う
全
体
像
は
歴
史
的
に
正
し
い
の
で
は
な
い
だ
 

ろ
う
か
。
つ
ま
り
マ
ル
コ
は
イ
エ
ス
の
歴
史
的
姿
を
探
 

っ
て
い
る
中
に
 

、
イ
 

ス
 
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
全
休
 

像
 
を
つ
か
み
と
り
、
 

福
 
音
書
を
書
く
時
に
そ
れ
を
具
体
的
な
場
面
に
物
語
化
し
 

て
い
っ
て
い
る
の
で
 

る
 
。
或
い
は
、
右
の
第
二
の
方
法
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
 

ガ
 
リ
 ラ
ヤ
の
地
方
性
と
い
う
こ
と
に
せ
よ
、
実
は
マ
ル
コ
 

自
身
が
す
で
に
強
調
 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
別
の
伝
承
の
史
実
 

性
を
検
討
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
全
休
 

像
の
 
史
実
性
も
検
討
さ
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
 

け
で
な
く
、
彼
が
は
じ
め
て
福
音
書
と
い
う
型
を
つ
く
 

り
だ
し
て
イ
ェ
ス
を
描
い
た
、
と
い
う
試
み
は
、
当
時
の
 

教
会
の
キ
リ
ス
ト
論
 

対
し
て
、
特
に
、
イ
ェ
ス
の
生
き
た
具
体
性
事
実
性
を
 

強
調
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
た
試
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
 

と
を
考
察
す
る
か
ら
 

あ
る
。
つ
ま
り
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
典
に
お
い
て
、
 

素
 
朴
 
な
形
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
イ
ェ
ス
の
活
動
の
歴
史
性
 

、
事
実
性
、
具
体
性
 



註
 （

 1
 ）
資
料
仮
説
の
成
果
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
最
も
す
ぐ
 れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
 

ミ
 ・
の
・
木
山
田
 

ヨ
臼
 ・
 目
 ～
 
n
 ～
 
隠
こ
ミ
 れ
 
Ⅱ
ヘ
寸
 
@
 ハ
円
Ⅰ
㏄
 

@
 目
ノ
ト
缶
 

@
 
い
 
へ
心
 

つ
 め
 り
 ～
Ⅰ
 
ま
黛
 ～
（
Ⅱ
の
ぎ
の
 

1
 ロ
キ
ヨ
 、
 1
 の
 ・
 
せ
び
ヨ
 
㏄
 ョ
 0
 億
 汀
の
 （
 ヴ
 9
%
 汀
 下
目
・
 

4
0
 

コ
 %
@
 

・
の
・
パ
出
 

ヨ
ヨ
由
 ）
 、
 1
0
 

の
の
・
由
り
ぎ
の
子
の
お
，
四
目
 

チ
 
で
あ
る
。
 邦
 

語
 文
献
と
し
て
は
、
山
谷
 省
 舌
コ
新
約
聖
書
解
題
し
（
改
訂
 二
 版
 、
昭
和
三
九
年
、
新
教
出
版
）
一
六
四
頁
以
下
参
照
。
 

（
 
2
 ）
今
日
に
お
い
て
も
相
変
ら
ず
こ
の
古
い
方
法
論
的
意
識
 で
 イ
エ
ス
研
究
を
行
っ
た
典
型
的
な
何
と
し
て
、
 

円
 ・
 
ミ
 ・
 
呂
 当
の
 0
 ダ
 
㍉
 苛
め
つ
め
ぬ
 
0
%
 
～
 
ぶ
吋
 

も
 
Ⅱ
 さ
総
ヤ
ぃ
臣
巨
 ・
 %
 安
，
 9
 
日
甲
乙
 潟
 
が
あ
げ
ら
れ
よ
 
 
 

（
 3
 ㌣
同
様
な
こ
と
は
、
 
呂
 ・
 
し
 ぎ
の
二
ロ
 
ダ
 
も
 や
 
Ⅱ
 0
 「
 ま
咬
 め
 り
 c
 さ
 ～
 
0
%
 
ヰ
馬
い
 

㏄
 い
い
 Ⅱ
 づ
 Ⅰ
 ぉ
 心
心
安
武
ま
め
・
Ⅰ
の
・
 

や
仁
 $
.
.
 

Ⅰ
Ⅰ
の
り
の
・
 

戸
 円
山
す
ぎ
れ
の
コ
一
 

メ
 ・
「
・
の
 

り
す
ヨ
ミ
ダ
し
め
 
「
 

再
 Ⅰ
 討
 ま
ぬ
 さ
軋
 寒
 い
携
 0
%
 色
下
守
 Ⅰ
 ま
ギ
零
 「
 
由
コ
，
も
ト
 の
に
も
 @
 
め
 て
は
 ま
 ろ
。
 

K
.
L
.
 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
伝
承
資
料
と
編
集
の
 枠
 と
を
区
別
し
た
 

の
は
、
ま
さ
に
、
編
集
の
枠
は
イ
エ
ス
伝
に
関
し
て
は
用
い
え
 な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
だ
っ
た
 o
M
.
 

デ
ィ
ベ
 

リ
ウ
ス
は
他
の
二
 

者
に
対
し
て
文
字
的
関
心
が
強
い
か
ら
、
目
は
よ
り
多
く
福
音
 書
伝
承
と
い
う
文
学
類
型
の
担
い
手
た
る
原
始
教
団
の
方
に
向
 っ
て
い
る
 

（
 4
 ）
 
オ
 ・
 
い
三
 （
 
ヨ
い
つ
タ
む
ざ
 Q
 揖
 0
%
 

ぎ
ざ
 

ぽ
 
㌔
 ぬ
 「
 め
 ㎏
 さ
 も
も
こ
め
り
 

さ
 ぬ
さ
づ
 「
Ⅰ
目
こ
～
 

o
x
,
 

ド
 ン
仁
宇
 ・
の
ひ
ま
田
稗
 コ
 。
 ト
 の
り
 

q
.
 

リ
ト
 

（
 5
 ）
 
む
 @
 
ぃ
内
Ⅰ
㌔
 
0
 ド
 の
も
 
さ
 ま
さ
ぬ
 簿
馬
ド
め
セ
さ
 

0
 ㌧
～
あ
 
い
オ
 
㏄
 さ
ト
ミ
 Ⅰ
 s
 吋
壺
 
こ
 0
 口
・
い
下
 し
め
 
：
 ト
 の
の
 
つ
 
（
 
G
 ～
 
祭
は
ト
い
べ
 

悪
さ
も
 く
ぃ
 
「
 め
驚
 寸
ぃ
 
さ
 。
 
目
 ・
 ぴ
 ア
ト
 ト
 に
再
録
）
 

の
 ・
 
つ
 

（
 6
 ）
 
R
.
 プ
ル
ト
マ
ン
コ
イ
エ
ス
 ロ
 
（
八
木
、
川
端
 訳
 、
未
 来
社
、
一
九
六
三
年
、
原
典
初
版
一
九
二
九
年
）
一
七
頁
。
 

（
 7
 ）
編
集
史
的
研
究
方
法
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
福
音
書
 
研
 究
の
新
し
い
方
向
」
（
 コ
 福
音
と
世
界
 b
 
一
九
六
五
年
六
月
号
 

五
頁
、
 及
 

び
 拙
著
 
刊
 福
音
書
文
学
の
成
立
 L
 
 （
一
九
六
八
年
、
勤
草
書
房
 
Ⅹ
 
八
｜
 二
三
頁
参
照
。
 

（
 8
 ）
こ
の
占
に
つ
い
て
は
、
八
木
誠
一
「
福
ま
 日
ぁ
 
@
 
日
記
者
の
神
 字
 と
史
的
イ
エ
ス
研
究
」
（
関
東
学
院
大
学
神
学
部
発
行
コ
曳
 書
 と
神
学
 L
 第
九
号
、
 

一
九
六
五
年
、
四
三
 
｜
 五
九
頁
）
が
く
わ
し
く
指
摘
し
て
い
る
。
 

（
 9
 ）
 
0
.
 
の
 目
 ヨ
ハ
 コ
コ
，
 
C
 コ
 蓮
荷
 0
%
 曲
 ぬ
の
 零
ヨ
の
鱒
目
潟
コ
 
z
u
 
ヨ
 
Ⅰ
下
あ
 
任
 
Q
q
 
あ
 。
 す
 0
 コ
目
の
の
窪
の
 

ニ
ヰ
 の
Ⅰ
㏄
 田
 （
 
ヨ
 ㏄
 コ
コ
 の
。
 
下
亡
汀
 
"
 ヨ
 
も
 め
 Ⅰ
 さ
 ㌻
 ぎ
 Ⅰ
～
 
め
 0
%
 
ぬ
 

Ⅰ
も
の
ま
 

り
 悪
さ
㌔
も
 
ぃ
ド
か
妓
 
Ⅰ
㎏
 
吋
き
 Ⅰ
 臣
 め
も
浮
ぃ
 
い
き
 Ⅰ
 @
 
り
ヰ
こ
タ
す
 
。
Ⅰ
 
ド
 臣
の
の
 

0
 
的
 の
 す
 の
 コ
 v
o
 
コ
宙
 ・
 
オ
ず
 （
 
0
 名
 偉
コ
 
巨
木
・
 ヲ
ミ
ハ
ま
プ
守
や
し
 
㏄
 ニ
 @
 ・
 ト
 の
の
 
ト
，
の
 ・
い
つ
い
 

｜
 い
の
つ
 

は
 、
教
団
神
字
と
イ
エ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
点
で
の
 反
省
を
怠
っ
て
い
る
。
彼
は
、
イ
エ
ス
の
言
葉
の
申
で
教
団
 神
 学
 に
対
応
す
る
も
 

の
は
一
応
真
正
な
伝
承
と
は
み
な
さ
な
い
、
と
す
る
ブ
ル
ト
マ
 ン
チ
派
の
判
断
の
基
準
を
承
認
し
は
す
る
が
三
一
七
七
頁
Ⅰ
 
し
 か
し
そ
れ
は
、
 

互
い
に
排
除
し
ろ
う
よ
う
な
イ
エ
ス
の
言
葉
の
伝
承
が
二
つ
 伝
 え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
一
方
が
教
団
神
字
 と
封
応
 す
る
場
合
、
 
ま
た
教
団
神
学
が
 

反
映
し
て
い
る
伝
承
で
イ
エ
ス
の
生
き
て
い
た
当
時
の
時
代
史
 的
な
枠
に
適
合
し
な
い
場
合
、
及
び
明
瞭
に
 伝
卍
 的
な
物
語
の
 
場
合
の
三
つ
の
場
 

， li" ・ ， 42 
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合
 に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
（
二
七
七
頁
以
下
㌔
こ
の
三
つ
の
場
 

 
 

そ
の
他
の
場
 

合
は
 
つ
い
て
は
、
教
団
神
字
と
一
致
し
て
い
て
も
そ
れ
は
教
団
 が
 イ
ェ
ス
の
 
患
想
 を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
だ
か
ら
に
す
ぎ
な
い
 、
と
 ク
ル
マ
ソ
の
 

2
9
 

に
舌
口
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
 

0
 や
は
り
教
団
神
字
が
一
 万
来
イ
エ
ス
の
も
の
で
な
い
言
葉
を
 イ
 ニ
ス
伝
承
に
か
な
り
 
多
 数
 押
し
つ
け
て
い
 

る
の
は
事
実
な
の
だ
。
要
は
、
基
本
的
な
方
針
と
し
て
、
な
る
 べ
く
教
団
神
字
と
一
致
す
る
も
の
を
 イ
ヱ
ス
 
に
見
出
し
て
い
こ
 
う
と
す
る
か
、
 
そ
 

れ
と
も
、
そ
れ
と
 切
 離
し
て
イ
エ
ス
独
自
の
も
の
を
見
出
そ
う
 と
す
る
か
、
と
い
う
姿
勢
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
 、
イ
ニ
ス
が
自
ら
 

発
言
す
る
場
合
と
、
教
団
が
イ
ェ
ス
を
信
仰
の
対
象
と
し
て
 発
 言
 す
る
場
合
と
で
は
、
再
思
的
な
っ
た
が
り
は
あ
っ
て
も
、
お
 の
ず
か
ら
な
る
 
相
 

違
 が
あ
る
も
の
だ
と
、
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
い
 と
 、
せ
っ
か
く
い
ろ
い
ろ
と
方
法
論
的
反
省
を
経
た
後
に
も
、
 と
ど
の
つ
ま
り
 
結
 

果
 と
し
て
は
、
教
団
の
信
仰
す
る
イ
ェ
ス
像
を
そ
の
ま
ま
史
実
 と
し
て
み
な
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
れ
な
い
。
 

（
 騰
 ）
か
つ
て
我
々
が
こ
の
問
題
に
舌
口
 

茂
 し
て
（
「
時
と
人
間
 

イ
エ
ス
の
思
想
研
究
の
試
み
」
日
本
聖
書
労
研
究
所
論
集
 第
二
巻
㍉
史
的
イ
エ
ス
 

の
 問
題
 L
 
一
九
六
四
年
、
山
本
書
店
、
一
三
１
匹
 

セ
頁
 所
載
）
 、
 「
資
料
批
判
は
刑
事
裁
判
で
は
な
い
。
疑
わ
し
ぎ
は
罰
す
る
べ
 
ぎ
で
あ
る
」
と
 
書
 

い
た
と
こ
ろ
（
 
二
 0
 頁
 ）
、
あ
る
著
名
な
牧
師
さ
ん
が
、
こ
の
よ
 

う
な
不
謹
慎
な
 発
 ミ
ロ
す
る
者
は
「
危
険
な
キ
リ
ス
卜
者
」
だ
と
 

批
判
し
た
。
こ
の
 

牧
師
さ
ん
は
資
料
批
判
に
つ
い
て
の
発
言
を
 イ
ヱ
ス
 
に
対
す
る
 不
遜
な
態
度
と
感
違
い
し
た
ら
し
い
。
イ
エ
ス
を
ど
 う
 見
る
か
 と
い
う
こ
と
と
、
 

そ
の
イ
ェ
ス
傲
を
歴
史
的
に
復
元
す
る
た
め
に
資
料
批
判
を
行
 ぅ
こ
ヒ
 
と
は
別
の
水
準
に
属
す
る
。
資
料
批
判
に
関
す
る
限
り
 、
厳
格
な
適
用
を
 

怠
る
万
が
む
し
ろ
不
遜
な
態
度
で
あ
る
。
 

（
Ⅱ
）
 プ
乙
 ・
ぎ
ま
 已
呂
 
が
そ
の
著
作
（
も
ミ
夫
 
き
 Q
 悪
め
 
り
 ～
Ⅰ
Ⅱ
 ト
 ぎ
ざ
㌻
 ぎ
 Ⅰ
 ぎ
斗
 
Ⅰ
 ま
窯
夕
 Ⅰ
。
コ
年
 

っ
コ
 
、
し
り
 3
 
に
つ
け
た
標
題
 
 
 

（
は
）
 註
 9
 で
ふ
れ
た
 
困
降
 0
 毛
 1
 目
の
（
（
 

三
 お
の
論
文
集
な
ど
 が
 一
つ
の
例
で
あ
る
。
 

（
 鳴
 ）
）
・
Ⅰ
の
Ⅱ
の
 

ヨ
ざ
 の
・
 し
の
へ
 
内
の
幅
。
コ
ミ
 

笘
 Ⅰ
（
仔
の
の
神
 

り
コ
 
Ⅰ
宙
の
 
づ
目
レ
 
の
す
 
坤
仔
仲
 

0
 二
ヨ
 建
 り
の
㌧
Ⅰ
。
 

ヴ
 p
 
⑪
ヨ
ヰ
り
の
す
 
-
 
の
任
 
。
Ⅰ
 
-
 
の
 り
ゴ
 
の
 コ
 
Ⅰ
 
0
 の
 
ロ
 の
 @
 ヨ
 
勾
 ず
さ
 毛
 @
 ヨ
 ㌢
 臼
ざ
ダ
 

の
 ・
 ト
リ
ー
い
白
 

（
 M
 ）
そ
の
結
晶
が
た
と
え
ば
彼
の
名
著
 
し
ぎ
 Q
 守
 ぎ
 ざ
さ
 
～
 
の
 め
 e
 Ⅰ
 眈
悪
 ，
 P
 戸
 偉
め
 
・
 
，
 Ⅰ
の
り
 

め
，
 の
む
 
陣
 ぎ
の
の
 
コ
 に
現
れ
て
い
る
。
 

（
Ⅱ
）
こ
の
関
係
に
つ
い
て
の
閻
も
実
は
決
し
て
一
様
な
事
柄
 で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
 異
 っ
た
層
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
 

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
 

註
印
 
に
あ
げ
た
拙
論
参
照
。
こ
の
関
係
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
 史
的
説
明
と
し
て
は
、
多
少
の
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
 、
 我
々
と
し
て
は
 

や
は
り
、
 
勾
 ・
 
け
三
 （
ヨ
リ
 
ロ
ダ
 も
 摸
吋
ぬ
 「
 討
ぬ
 
安
さ
㌻
も
ミ
ミ
 ぃ
討
 
「
 @
.
 

の
 ～
～
 
ぎ
 寸
心
さ
 
C
 討
 「
～
の
～
ま
 

%
 甲
っ
 
～
の
 

0
%
 

跨
 Ⅰ
 叩
 ハ
ミ
ま
 さ
 ～
 
め
 
叩
も
Ⅰ
～
め
も
寸
心
 

ぉ
 Ⅰ
㏄
 窯
 タ
ヱ
笘
宙
由
ヴ
の
 
「
 
ぬ
 -
 
巧
 

 
 

お
き
を
評
価
す
る
。
こ
れ
は
弟
子
達
の
発
言
に
刺
激
さ
れ
て
 
プ
ル
ト
マ
ン
自
身
こ
の
問
題
に
つ
い
て
自
分
の
見
解
を
整
理
し
 た
も
の
で
あ
る
。
（
 

も
っ
と
も
、
プ
ル
ト
タ
ン
の
場
合
に
は
、
史
的
イ
ニ
ス
と
教
団
 神
学
の
関
係
を
問
 5
 場
合
に
、
ま
ず
両
者
そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
に
 把
握
し
て
、
そ
れ
 
耶
 



  

か
ら
両
者
の
関
係
を
問
う
、
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
の
で
 あ
っ
て
、
す
ぐ
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
プ
ル
ト
マ
ン
の
弟
子
達
 が
 、
史
的
 イ
ユ
ス
 

自
身
を
確
認
す
る
た
め
に
も
こ
の
関
係
を
通
じ
て
な
そ
う
と
し
 て
い
る
の
と
は
 
趣
 ぎ
が
 異
る
 。
 

（
 
騰
 
）
我
国
の
「
宗
教
学
」
界
に
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
教
派
 
的
 ド
グ
マ
と
み
な
し
て
必
要
以
上
に
警
戒
し
、
そ
の
結
果
一
種
 の
神
学
音
痴
と
な
る
者
 

が
 多
い
。
そ
れ
も
ま
た
一
種
の
教
条
主
義
で
あ
る
。
他
方
ま
た
 、
本
来
一
般
的
な
宗
教
的
実
存
の
問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
る
べ
 き
，
 し
と
 を
キ
リ
ス
ト
 

教
 神
学
独
自
の
問
題
と
み
な
し
て
門
戸
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
 独
 善
 が
み
も
れ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
不
毛
で
あ
っ
 
て
 学
問
的
で
は
な
 

 
 

 
 

行
 ）
 
p
 
し
目
 コ
ぎ
ヨ
日
 
。
 繍
 お
王
安
定
け
き
 

臼
ご
汀
 
@
 
ヨ
 
Z
 の
 口
の
 
コ
ロ
巳
の
繰
㏄
Ⅱ
つ
の
 

目
 。
片
目
 
史
づ
下
 Ⅰ
の
 
o
N
-
P
P
 ー
 お
 
（
か
下
ト
 

さ
 

（
㎎
）
プ
ル
ト
マ
 
ソ
 及
び
フ
ル
ト
マ
ン
 
字
 派
の
歴
史
理
解
の
大
 ぎ
な
欠
陥
の
一
つ
は
、
「
歴
史
理
解
」
と
い
う
 場
ム
ロ
 の
歴
史
を
 
単
純
に
 イ
ヱ
ス
 
の
出
来
 

事
と
し
て
の
歴
史
と
同
一
祝
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
 イ
ェ
ス
の
出
来
事
の
現
在
的
意
義
、
と
ミ
ロ
え
ば
す
む
と
こ
ろ
を
 

て
 過
去
と
 

な
る
こ
と
が
な
く
常
に
現
在
で
あ
る
「
歴
史
」
と
い
う
「
歴
史
 理
解
」
な
ど
と
も
っ
て
ま
わ
っ
た
表
現
を
す
る
。
歴
史
理
解
と
 い
 う
 表
現
が
学
問
 

的
に
意
味
す
べ
 
き
 
こ
と
は
、
過
去
の
イ
エ
ス
の
出
来
事
を
ど
う
 理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
（
そ
れ
な
ら
ば
イ
エ
ス
 理
解
と
表
現
す
れ
 

ば
よ
い
）
、
そ
の
イ
ェ
ス
の
出
来
事
が
お
か
れ
た
場
と
し
て
の
 
歴
 史
 、
つ
ま
り
個
々
の
歴
史
的
出
来
事
が
お
か
れ
た
場
と
し
て
 
の
 歴
史
を
ど
う
 理
 

解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ル
ト
マ
ン
 軍
 派
の
実
存
 主
義
的
神
学
が
歴
史
理
解
と
い
う
場
合
に
は
、
歴
史
上
の
一
つ
 の
 出
来
事
と
し
て
 

の
 イ
エ
ス
と
、
そ
の
お
か
れ
た
場
と
し
て
の
歴
史
と
、
そ
の
 一
 つ
の
出
来
事
の
も
っ
て
い
る
現
在
的
実
存
的
意
義
と
を
区
別
し
 な
い
で
、
歴
史
と
 

い
 う
 概
念
の
中
に
乱
雑
に
同
居
さ
せ
て
い
る
。
も
し
も
実
存
 と
 い
 う
 も
の
が
本
来
深
く
歴
史
と
関
わ
り
あ
 ぅ
 
も
の
で
あ
る
と
す
 れ
ば
、
こ
の
よ
 
う
 

な
 歴
史
理
解
が
果
し
て
正
し
い
意
味
で
実
存
主
義
的
で
あ
る
の
 か
ど
う
か
も
疑
問
な
の
で
あ
る
。
 

㎎
）
円
本
 執お
ヨ
り
コ
コ
 
。
口
器
㌧
 お
 王
の
 ヨ
 
汁
の
田
 簗
 0
 （
 打
ひ
 
下
の
 
コ
 Ⅰ
 
の
の
 
建
タ
い
 円
か
 円
 ，
し
り
 ト
 
・
が
）
い
り
１
 %
 ㏄
は
最
近
の
史
的
イ
エ
 
ス
 研
究
の
口
火
を
切
っ
 

た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
趣
旨
と
し
て
 は
 右
に
あ
げ
た
ボ
ル
ン
カ
ム
の
論
文
と
同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
 い
る
。
た
だ
我
々
 

と
し
て
は
、
ボ
ル
 
ソ
 カ
ム
の
も
の
の
方
が
、
十
年
近
い
討
論
を
 経
た
後
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
よ
り
鮮
明
で
あ
る
の
で
、
 一
 応 そ
ち
ら
を
も
と
 

と
し
て
我
々
の
議
論
を
展
開
し
た
。
 

「
 
幼
 
）
近
代
史
学
の
追
求
す
る
「
確
認
可
能
の
過
ぎ
去
っ
た
 事
 柄
や
事
実
の
集
積
」
に
自
明
で
あ
る
か
の
如
く
に
「
個
別
の
」
 と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
 

る
と
こ
ろ
に
こ
れ
ら
の
神
学
者
の
史
学
に
対
す
る
偏
狭
さ
が
 見
 ら
れ
る
。
今
日
の
神
字
が
十
九
世
紀
神
学
で
は
な
い
の
と
同
様
 、
今
日
の
史
学
も
 

か
つ
て
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
 

ズ
ム
 に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
「
 個
別
の
」
断
片
的
な
事
情
だ
け
を
問
 う
 
の
で
は
な
く
、
そ
の
間
 0
 本
質
的
な
関
係
 

と
 も
（
そ
れ
は
決
し
て
狭
義
の
因
果
関
係
だ
け
で
は
な
い
）
 事
 突
 と
し
て
問
う
の
が
歴
史
学
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
偏
狭
さ
は
 註
比
に
 指
摘
し
た
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  史的 イヱス 研究の方法 

  
32  31  30   
以 「 土 
- ヒ イ 井 
の ヱ 正 

よ ス 興 

コイ うな 伺 の 

マ 辺 ヱ 

ル 」 ス 

コ （ ， 

理 コ キ 

俺弔ナ宿 に ヒ @  り ス 

つ 一 @ 
い 九 L 
て 六 一 

は 六 九 
、 年六 

拙 十六 

善一年 コ 月・ 
福 号 三 

吉所 一 

書房。 書 文学 ）。 載 

  
成 
立   
参 
照 。 

（
 
幻
 ）
 
右
掲
 圭
三
八
セ
 
ー
 七
一
頁
。
 

（
 
然
 ）
こ
の
試
み
の
方
法
論
的
反
省
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
 は
 、
八
木
誠
一
氏
の
日
本
聖
書
 
学
 研
究
所
論
集
第
五
号
㍉
 
聖
 書
 学
の
課
題
と
方
法
 口
 

二
九
六
七
年
、
山
本
書
店
）
所
載
の
論
文
参
照
。
 

（
 
杓
 ）
そ
の
 人
 ぎ
な
欠
点
の
一
つ
は
、
史
的
 イ
ヱ
ス
 を
描
く
の
 に
 、
言
葉
の
伝
承
に
現
れ
た
宗
教
思
想
の
叙
述
と
い
う
点
だ
け
 に
 研
究
対
象
を
限
定
し
 

て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
 は
 、
原
稿
の
長
さ
の
制
限
故
に
 、
 別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
に
 す
る
。
 

九
六
七
年
、
新
教
出
版
社
、
一
五
 0
 頁
 以
下
）
。
 

（
 
れ
 ）
 ナ
ニ
 ・
 
オ
 。
 ま
已
 。
 
三
 
ト
ミ
Ⅰ
 幡
ま
 Ⅰ
ま
き
 討
 ～
め
ぎ
「
～
 

め
い
 
ざ
 ぬ
 
「
 Ⅰ
 寅
明
こ
印
 

・
 ト
 
の
ひ
 
串
 

（
 
四
 ）
 ぎ
日
 ・
の
・
の
の
 

宙
 

（
 
ぬ
 ）
 @
 
ヴ
 @
 
口
 ・
の
・
 

P
P
o
 

（
 
ぬ
 ）
 ぎ
日
 ・
の
・
 

1
1
0
 

（
 
お
 ）
八
木
誠
一
口
イ
ニ
ス
 
L
 一
九
六
七
年
、
清
水
書
院
。
最
近
 
我
国
の
新
約
聖
書
学
の
専
門
家
の
手
に
な
る
コ
イ
エ
ス
 L
 記
述
 と
し
て
ほ
か
に
も
Ⅰ
 

二
 注
目
す
べ
 き
 も
の
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
木
下
順
治
日
イ
エ
 ス
伍
 し
一
九
六
八
年
、
聖
文
社
、
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
 八
 木
 氏
の
も
の
に
 対
 

し
て
こ
れ
は
、
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
は
興
味
深
い
見
解
を
提
 供
し
て
い
る
が
、
我
々
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
方
法
論
的
問
 題
は
 つ
い
て
は
あ
 

ま
り
反
省
さ
れ
て
い
な
 

（
 
<
0
 

）
こ
の
「
ふ
る
い
 

合
け
 」
の
方
法
の
み
を
「
 史
宇
 」
と
 命
 卒
 す
る
と
こ
ろ
に
、
八
木
氏
の
歴
史
理
解
の
狭
さ
が
現
わ
れ
る
 。
 註
 M
 及
び
㏄
参
照
。
 

「
歴
山
」
の
概
念
の
唆
 休
 さ
と
無
関
係
で
は
な
い
。
同
様
な
偏
狭
 さ
は
八
木
 械
一
 氏
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
（
 
コ
 聖
書
の
キ
 リ
ス
 ト
と
 実
存
 L
 
-
 45@ (@9) 



㈹
 
助
脩
記
 二
巻
利
一
巻
 浄
源
述
 

干
法
 

男親門口撰者 考 

㈲ ㈹ (5) 

妙 美 葉 
囚 縛 要 
巻 五 秒 
斜 巷 三 
  巻 
巻 首 

朋 従 
供 述 朗 
鑑 述 
述 

 
 

法
界
観
閲
 は
 、
 妄
尽
還
源
観
 と
と
も
に
中
唐
以
降
の
中
 国
 仏
教
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
華
厳
親
門
の
書
で
あ
 る
 。
 

法
界
観
門
の
関
係
書
目
と
し
て
、
 

㈹
法
界
 玄
鏡
 一
巻
澄
観
 述
 

㈲
 
玄
鏡
議
記
 二
巻
 耕
 一
巻
 
徳
素
述
 

㈹
 
注
 法
界
観
閲
一
巻
宗
密
 述
 

㈲
 
抄
 四
巻
 耕
 一
巻
 
守
 具
述
 

新
羅
の
義
天
は
 

木 

村 

清 

孝 

口
法
 界 

観 

門
 」
 撰
 
者 

考 



宗
鏡
録
に
お
け
る
 

有
識
と
と
も
に
こ
 

（
 
4
 ）
 

 
 

寂
が
 数
回
の
講
義
を
行
な
っ
た
こ
と
、
目
白
楽
天
や
思
 存
 ニ
 
。
 
カ
 

ハ
 

（
 
6
 ）
 

 
 

名
目
の
引
用
と
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
あ
 げ
 ろ
 

⑨
 
符
 真
砂
四
巻
 元
智
述
 

㎝
無
要
 抄
 四
巻
違
式
 述
 

㈹
 
釈
旋
海
頒
 一
巻
権
助
 述
 

㈹
略
法
界
観
手
記
一
巻
 

㈹
三
観
 宗
記
 一
巻
已
上
背
誠
近
 

（
 
l
l
l
 

）
 

㈹
新
注
法
界
観
一
巻
目
 氏
注
 

 
 

、
 彼
が
見
た
も
の
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
あ
っ
た
わ
け
で
 

あ
る
。
 

こ
の
ほ
か
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
 

次
 の
ご
と
く
で
あ
る
。
 

㈱
 
智
燈
疏
 一
巻
網
元
 

㈹
 
注
 華
厳
法
界
観
 
門
頚
 二
巻
本
 書
述
 ・
 涼
湛
注
 

㈹
法
界
観
道
文
詞
三
巻
本
 嵩
 

㈹
法
界
 紺
 猪
本
一
巻
宗
子
 

㈹
 
注
 華
厳
法
界
観
科
文
一
巻
宗
子
 

（
 
2
 ）
 

㈹
 
妙
曇
雅
 

以
上
が
法
界
観
門
の
直
接
、
ま
た
は
 

復
注
 に
よ
る
注
釈
 
書
 類
 で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
影
響
と
思
わ
れ
る
顕
著
な
例
 

と
し
て
、
 延 ㈲ 
寿 
の 
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旧 お な 

㈲
 
杜
順
 初
祖
 説
 。
 

者
 

撰
 

 
 

 
 

拝
観
「
 -
 

（
 
り
 
7
 
）
 

こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
 西
蜀
 住
居
法
師
な
る
人
に
も
 注
 訳
書
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
 

法
界
観
閲
の
諸
影
響
に
つ
い
て
の
詳
論
は
別
の
機
会
に
 ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
が
、
上
述
し
た
点
の
み
に
よ
っ
て
も
 、
法
界
観
 門
 が
華
厳
 

宗
の
後
継
者
た
ち
の
思
想
に
強
く
働
き
か
け
た
だ
け
で
 は
な
く
、
禅
や
天
台
と
か
ら
み
っ
 っ
、
 広
い
影
響
力
を
も
 っ
 た
こ
と
を
推
し
測
り
 

ぅ
 る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
法
界
観
 門
 の
 浸
透
は
 、
 単
に
詳
 玄
 賦
や
信
心
銘
な
ど
と
っ
な
が
る
 そ
 れ
 自
体
の
思
想
的
特
質
 

に
 帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
背
後
に
は
、
総
じ
 て
い
え
ば
華
厳
思
想
、
華
厳
信
仰
の
変
容
と
拡
大
が
伏
在
 し
て
い
る
で
あ
そ
つ
。
 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
き
、
法
界
 観
閲
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
は
、
一
層
の
重
み
を
も
っ
 て
く
る
。
本
論
敬
は
 、
 

法
界
観
門
の
思
想
史
的
重
要
性
へ
の
関
心
か
ら
出
発
し
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
法
界
観
門
の
撰
者
に
関
し
て
は
、
本
格
的
な
 も
の
と
し
て
、
現
在
ま
で
に
六
つ
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
 い
る
。
紙
面
の
都
合
 

で
 詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
必
要
に
応
 じ
て
触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
、
今
は
そ
の
 人
 説
の
要
点
 を
、
 ㈲
華
厳
宗
の
初
祖
 

は
 誰
か
 、
 ㈲
法
界
観
門
は
誰
の
撰
 か
、
に
 分
け
て
示
す
 に
と
ど
め
た
い
。
 

n
l
u
 
 

寛
刑
 

鳩
 
（
大
日
本
華
厳
春
秋
 伝
 ）
 

㈲
 
智
傲
 初
祖
 説
 
（
た
だ
し
 
杜
順
 と
の
師
承
関
係
は
認
 め
る
）
。
 

㈲
華
厳
三
昧
や
法
界
観
門
は
澄
観
時
代
の
偽
造
。
 

n
2
u
 
 

境
野
 

黄
洋
 
（
支
那
仏
教
主
講
話
、
下
）
 

琶
 

㈲
管
玉
初
祖
 説
 。
 

㈲
法
界
観
門
柱
順
接
 は
智
 正
接
の
 誤
 ま
り
。
 

3
 口
Ⅱ
常
盤
大
宝
（
支
那
華
厳
宗
伝
統
論
、
お
よ
び
練
革
 
厳
寒
伝
統
論
。
と
も
に
支
那
仏
教
の
研
究
、
第
一
、
所
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㈲
法
界
他
門
は
杜
傾
壊
。
 

n
4
U
 
 

鈴
木
 

宗
忠
 
（
原
始
華
厳
哲
学
の
研
究
）
 

㈲
 
智
倣
 初
祖
 説
 。
 

㈲
法
界
 卸
 門
は
澄
観
な
い
し
宗
密
に
よ
る
 発
 菩
提
心
土
 
早
か
ら
 

n
5
u
 
 

石
井
数
通
（
華
厳
教
学
，
成
立
申
さ
 

㈲
学
的
立
場
か
ら
は
 杜
 順
は
第
一
組
と
は
認
め
ら
れ
  
 

㈲
法
界
観
門
は
法
蔵
の
華
厳
三
昧
 章
 
（
Ⅱ
 
発
 菩
提
 

）
、
ニ
カ
 

早
 

n
6
U
 
 

結
城
令
聞
（
 

惰
 唐
の
中
国
的
新
仏
教
組
織
の
 一
 何
 と
し
て
 

 
 

㈲
法
界
観
門
柱
煩
擾
 説
 。
 

以
上
が
、
 杜
 順
お
よ
び
法
界
観
 門
 を
め
ぐ
る
諸
研
究
の
 発
表
者
と
 

伝
統
説
を
補
強
し
た
常
盤
博
士
の
説
を
う
け
 つ
 っ
 、
歴
 史
的
視
野
 か
 

て
よ
い
。
だ
が
、
は
た
し
て
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
 る
こ
と
が
 

の
こ
と
は
、
単
に
そ
の
結
論
の
是
非
に
か
か
わ
っ
て
い
る
 か
ら
で
は
 

な
わ
ち
論
旨
の
展
開
の
仕
方
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
争
 ・
研
究
 史
を
 

と
が
三
つ
あ
る
。
第
一
に
は
、
そ
の
観
点
が
主
に
 杜
順
 初
祖
 説
 の
 当
 

扱
わ
れ
、
本
来
二
つ
で
あ
る
べ
き
問
題
が
不
可
分
に
結
 び
つ
い
て
い
 

が
た
だ
ち
に
 杜
順
 初
祖
説
の
否
定
と
な
り
、
 杜
順
 初
祖
 説
の
肯
定
が
 そ

の
要
点
で
あ
る
。
現
在
の
学
界
で
は
、
こ
の
う
ち
最
も
 新
し
く
、
 

ら
 論
究
さ
れ
た
結
城
持
土
の
主
張
が
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
 い
る
と
い
っ
 

エ
 し
 い
 か
ど
う
か
、
筆
者
は
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
 あ
る
。
 こ
 

な
い
。
む
し
ろ
問
題
は
、
そ
う
し
た
結
論
を
導
き
出
し
 た
 過
程
、
 す
 

ふ
り
が
え
っ
て
み
て
、
共
通
的
な
弱
点
で
は
な
い
か
と
 思
 わ
れ
る
こ
 

否
 に
お
か
れ
た
た
め
に
、
法
界
観
門
の
撰
者
の
問
題
も
 そ
の
枠
内
で
 

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
界
観
 門
 の
 杜
 順
撰
 否
定
 

そ
の
ま
ま
法
界
 統
 門
柱
順
接
説
の
肯
定
と
な
っ
た
き
ら
い
 が
 少
な
か
 

 
 た

だ
し
祖
師
の
一
人
と
し
て
尊
敬
す
る
こ
と
は
支
障
な
し
   

ら
の
抜
出
。
た
だ
し
法
蔵
の
真
 撰
 そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。
 

 
 

の
 
華
厳
法
界
観
 門
は
 つ
い
て
、
印
仏
 
所
 、
 
六
｜
ニ
 、
所
収
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隠
は
 、
法
界
観
門
は
法
界
都
門
の
別
名
を
有
し
た
こ
 

と
に
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
日
本
に
お
い
て
、
法
界
観
 

門
の
撰
者
に
関
し
て
は
、
月
刊
 

お
る
。
こ
れ
は
、
法
界
観
 
門
 が
明
確
に
 
杜
 順
接
と
し
て
 
請
来
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
最
初
の
目
録
で
あ
る
。
 

と
 こ
ろ
で
、
こ
の
年
帰
朝
し
た
 

恵
 連
の
目
録
に
「
法
界
都
門
一
巻
」
が
あ
げ
ら
れ
て
 

い
る
。
こ
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
同
じ
彼
の
他
の
目
録
 

に
は
法
界
観
 
門
 一
巻
が
あ
げ
 

（
㎎
）
 

 
 

日
 
物
が
な
い
こ
と
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
法
界
観
 

門
 を
さ
 
す
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
㎝
 

（
Ⅱ
）
 

ら
ず
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
特
に
法
 蔵
か
ら
澄
観
に
 い
 た
る
八
世
紀
の
思
想
史
的
状
況
に
は
ほ
 と
ん
ど
考
慮
が
払
わ
れ
 

て
い
な
い
こ
と
、
第
三
に
は
基
礎
的
な
学
問
的
操
作
が
十
 分
 に
行
な
わ
れ
た
と
は
い
え
な
 い
 こ
と
で
あ
る
。
本
論
 放
ら
、
 上
に
あ
げ
た
 諸
 

研
究
に
導
か
れ
っ
二
進
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
あ
る
 が
 、
こ
れ
ら
の
弱
点
を
克
服
し
、
思
想
史
的
立
場
か
ら
、
 法
界
観
門
の
撰
者
の
問
 

題
を
独
自
の
問
題
と
し
て
論
究
す
る
こ
と
が
筆
者
の
ね
，
 
り
 い
で
あ
る
。
 

工
法
界
観
閲
は
い
つ
あ
ら
わ
れ
た
か
 

1
 
 経
 縁
類
に
見
え
る
法
界
観
閲
 

周
知
の
よ
う
に
、
法
界
 抵
 Ⅱ
は
独
立
し
た
一
書
と
し
て
 は
 現
存
し
な
い
。
我
々
が
「
法
界
観
 門
 」
と
よ
ぶ
の
は
、
 普
通
、
澄
観
ま
た
は
 

宗
密
に
よ
る
そ
の
注
釈
 嘗
め
 「
額
口
」
：
 

フ
ク
 

を
さ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
問
題
は
、
本
当
に
独
立
 し
た
法
界
観
 門
 が
存
在
 

し
た
の
か
、
ま
た
、
も
し
存
在
と
し
た
と
す
れ
ば
そ
れ
 は
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
か
、
と
い
う
点
に
が
か
っ
て
く
る
 。
こ
れ
を
解
く
た
め
の
 

最
も
基
本
的
な
作
業
は
、
い
う
ま
で
も
低
く
経
 録
 そ
の
 他
の
客
観
的
資
料
の
精
査
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
に
軽
銀
 に
 み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
 検
 

訂
 し
て
み
よ
う
。
 

（
 
@
 
。
 
-
 

法
界
観
 門
 が
経
 録
 に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
 八
 0
 五
年
、
日
本
の
伝
教
大
師
将
来
越
州
 録
 に
お
い
て
で
あ
る
 が
 、
こ
れ
に
 は
 著
者
 

名
は
な
い
。
次
が
円
仁
の
入
唐
新
大
聖
教
目
録
（
 

9
 ）
（
八
四
 

 
 

ゆ
 」
と
記
さ
れ
て
い
 



と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
、
義
天
が
み
た
 法
界
観
閲
 は
 、
 旋
海
頚
 な
る
も
の
を
付
し
て
流
布
さ
れ
て
 い
た
こ
と
を
知
り
 う
 

る
 。
 

無
目
性
心
を
配
し
、
こ
れ
を
華
厳
教
の
究
極
的
な
よ
り
 ど
こ
ろ
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
 杜
 頂
相
 尚
 、
彼
此
法
門
、
造
五
 

 
 

が
 何
の
資
料
に
よ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
 彼
が
法
界
観
門
を
知
っ
 

て
お
り
、
そ
の
法
界
観
閲
 が
杜
順
 の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
 こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
八
三
 0
 年
 こ
ろ
 の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
 

で
、
 杜
順
と
 法
界
観
 門
 が
結
び
つ
く
上
限
の
時
点
は
 、
円
 仁
 録
の
八
四
 セ
年
 よ
り
わ
ず
か
な
が
ら
あ
が
る
こ
と
に
 な
る
。
な
お
、
日
本
の
 

奈
良
朝
に
は
、
法
界
観
 門
 が
単
行
本
と
し
て
存
在
し
た
 形
跡
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

要
す
る
に
、
 
偽
撰
誰
 が
問
題
と
な
る
澄
観
・
宗
密
の
関
 係
 資
料
を
除
い
て
考
え
る
と
き
、
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
  
 

n
 
 法
界
観
閲
 は
八
 0
 五
年
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
 た
こ
と
、
 

 
 

田
 

は
っ
き
り
と
そ
れ
が
 杜
 順
接
と
さ
れ
た
時
点
は
 、
八
 
三
 0
 年
 こ
ろ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
 

 
 

の
 三
点
で
あ
る
。
 

 
 

合
本
さ
れ
た
り
し
た
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
、
 

2
 
 法
界
観
 門
 相
当
部
分
を
含
む
諸
本
の
対
照
 

法 
界 
観   
巻 
頚旋 
イ寸 @ 復 

法 
  
    
キ土木 土   
述総 

  

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
時
代
は
少
 

し
 下
る
が
、
日
本
以
外
の
経
 
録
 で
法
界
観
 門
 に
関
連
す
 る
 唯
一
の
 書
 、
義
天
糊
 

録
 （
 一
 
0
 九
 0
 ）
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

住
銀
お
よ
び
そ
の
あ
と
の
円
珍
 

（
 
2
 
t
 
 

録
 
）
 （
八
五
九
）
以
降
、
 

杜
 順
接
た
る
こ
と
が
確
実
 

祝
 さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
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n
A
u
 
 対
照
し
た
諸
本
（
五
本
）
 

Ⅲ
法
蔵
 撰
 と
さ
れ
る
 発
 菩
提
心
 章
 

㈲
澄
観
の
法
界
 玄
鏡
 

㈲
宗
密
の
注
法
界
観
 門
 

考
 

㈲
 
紹
 元
の
法
界
観
 門
智
燈
疏
 

者
 

撰
 

 
 

㈲
延
寿
の
宗
鏡
録
 

 
 

 
 

観
斤
 

（
た
だ
し
こ
の
う
ち
㈲
は
三
観
別
々
に
引
用
す
る
上
に
 
、
 真
空
観
第
一
に
関
し
て
か
な
り
の
改
変
が
認
め
ら
れ
る
 た
め
、
必
要
㈹
 

界
 

 
 

法
 

 
 

 
 

に
 応
じ
て
対
照
し
た
。
）
 

な
る
の
で
あ
る
。
 

現
存
す
る
法
界
観
門
の
注
釈
 書
 の
う
ち
最
も
古
 い
 も
の
 ま
、
｜
 

澄
観
の
法
界
玄
菟
で
あ
る
。
・
・
・
 

金
 

（
 
6
 
@
 
 

）
 
こ
れ
が
日
本
に
は
じ
め
 て
 伝
え
ら
れ
た
の
は
 

/
 三
九
年
で
あ
る
と
思
わ
れ
 

-
7
 ，
、
 

）
 

法
界
観
門
の
最
初
の
伝
来
 よ
り
三
十
年
ほ
ど
後
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
 こ
 の
 法
界
 玄
 鏡
の
引
く
法
 

@
@
@
 

Ⅹ
 

界
観
 門
を
中
心
と
し
て
、
注
釈
者
の
注
記
に
も
留
意
し
 つ
 っ
諸
本
の
対
照
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
 上
 、
そ
の
対
照
表
は
 割
 

愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
対
照
し
た
 諸
 水
と
、
そ
の
対
照
の
結
果
判
明
し
た
諸
点
を
あ
げ
る
だ
け
 ほ
 と
ど
め
る
。
 

き
て
 "
 こ
こ
で
問
題
は
、
澄
観
（
・
七
三
Ⅰ
 

@
 
/
 

｜
 Ⅰ
三
九
）
 

行
）
 

1
 
、
 宗
密
（
セ
八
 0
1
 八
四
一
）
の
時
代
に
、
法
界
観
 門
が
 す
で
に
存
在
し
た
が
 

ど
う
か
、
も
し
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
ど
・
 
つ
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
移
っ
て
く
る
。
軽
銀
そ
の
 他
の
検
索
に
よ
っ
て
 、
 

法
界
観
 門
 な
る
書
物
は
八
 0
 五
年
に
は
越
州
に
存
在
し
、
 八
三
 0
 年
 こ
ろ
に
は
明
ら
か
に
 杜
 傾
壊
と
み
な
さ
れ
て
 い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
 

た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
、
澄
観
低
い
し
宗
密
に
 よ
る
抄
出
と
い
う
主
張
は
く
ず
れ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
 し
か
し
、
こ
れ
だ
け
か
 

ら
は
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
か
く
 て
 、
諸
本
に
含
ま
れ
る
法
界
観
円
相
当
部
分
の
対
照
と
い
 う
 次
の
作
業
が
必
要
と
 



）
 

宗
密
以
前
に
、
澄
観
以
外
の
注
釈
者
が
存
在
し
て
い
た
 こ
と
が
わ
か
り
、
第
二
節
に
お
い
て
判
明
し
た
諸
点
の
 う
 ち
、
 
Ⅲ
が
補
強
さ
れ
る
 

 
 

 
 

（
 
幼
 ）
 

こ
と
に
も
な
ろ
う
。
同
様
に
、
そ
の
う
ち
の
Ⅱ
を
先
の
最
 登
録
と
と
も
に
裏
づ
け
る
も
の
が
「
清
涼
 書
 」
で
あ
る
 。
こ
の
資
料
は
、
宗
密
 

 
 

が
 澄
観
と
出
合
う
以
前
に
、
商
況
 宗
 の
 遂
州
 大
雲
寺
門
 和
尚
な
る
人
か
ら
 終
 市
大
師
華
厳
法
界
観
門
を
授
け
ら
れ
 、
こ
れ
を
修
行
の
助
 縁
 

と
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
澄
観
と
の
出
合
い
が
 八
 
一
一
年
、
宗
密
三
十
二
才
の
と
き
で
あ
る
か
ら
、
宗
密
が
 法
界
観
門
を
見
た
の
は
 

そ
れ
以
前
の
こ
と
に
属
す
る
。
そ
れ
故
、
遅
く
と
も
九
世
 紀
 初
頭
に
は
少
な
く
も
数
冊
の
法
界
観
 門
 が
か
な
り
 広
 範
囲
に
わ
た
っ
て
存
在
 

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
 

し
か
し
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
は
、
法
界
観
 門
 が
歴
史
に
登
 場
 す
る
時
点
は
、
九
世
紀
初
頭
ま
で
よ
り
確
認
で
き
な
い
 。
こ
の
壁
を
破
る
の
 

3
 
 そ
の
他
の
法
界
観
 門
 関
係
資
料
 

以
上
、
第
一
の
軽
銀
類
の
調
査
、
お
よ
び
第
二
の
諸
本
 0
 対
照
に
よ
っ
て
、
法
界
観
門
の
周
辺
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
 な
っ
た
と
思
わ
れ
る
 

か
ら
、
次
に
、
澄
観
や
宗
密
に
直
接
的
に
関
連
す
る
 資
 料
を
探
っ
て
み
よ
う
。
 

（
 
ハ
 
l
 
Ⅰ
）
 

ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
宗
密
の
注
法
界
観
 門
 に
付
さ
 れ
る
 菱
 休
の
序
に
み
え
る
「
数
案
文
 疏
 」
の
記
事
で
あ
る
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
 、
 

 
 （

Ⅱ
澄
観
の
時
代
に
は
す
で
に
注
釈
者
が
あ
り
、
そ
の
 注
釈
 書
 が
流
布
し
て
い
た
こ
と
。
澄
観
が
法
界
観
 門
 の
 本
 又
 と
み
な
す
も
の
 

-
8
 

l
 ）
 

の
う
ち
に
、
何
人
か
の
注
釈
の
混
入
と
思
わ
れ
る
も
の
が
 存
す
る
。
 

 
 

n
B
U
 
 判
明
し
た
諸
点
 

 
 

 
 （

Ⅰ
全
体
的
に
は
大
き
な
差
違
は
な
い
が
、
重
要
な
点
 で
の
相
違
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
依
っ
た
法
界
観
 門
は
、
 

一
応
異
本
と
考
え
 

簿
 

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
澄
観
の
時
代
以
後
、
二
系
統
 以
 上
の
法
界
観
閲
が
入
り
乱
れ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
  
 

）
 

く
 
Ⅱ
澄
観
の
時
代
（
お
そ
ら
く
 八 0
 セ
年
 ）
に
は
、
 

少
 な
く
と
も
二
種
類
、
澄
観
の
注
記
を
信
用
す
れ
ば
そ
れ
 以
 上
の
単
行
「
法
界
 

観
閲
」
が
存
在
し
た
こ
と
。
 



  

正法界観 門 』撰者 考 

だ 
ち 第 

二節 に法 

界 の 
観 者 
門 察 
は に 
杜 よ 
Ⅲ 原 っ     
め て 

  

撰 、 1 
法 

あ 6 八 世押 界 
い 紀 ，し、 観 

  
と る け に 

  
き の 検 
出 存 討 
す 在 
こ を 
と 推 
は 定 
で し 
き た 
た の 
い で あ 
そ る 

ぅが す、 
る し 
こ か 
と し 
に こ 

は の   
杜 と 

頂 か 

  
@ こ ナこ 

55 ( 賠 ) 

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

が
 、
澄
観
自
身
の
記
述
で
あ
る
。
 

 
 

る
 中
で
、
そ
の
第
二
、
 摂
帰
 真
実
を
真
空
 絶
相
 と
説
き
、
 そ
れ
に
十
義
が
あ
る
 

と
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
の
解
明
を
「
法
界
観
 1
 
一
に
ゆ
 
ず
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
つ
け
て
演
義
 紗
 で
は
、
「
 二
 中
、
総
社
 順
 和
尚
 法
 

果
鋭
 申
 、
総
有
三
観
」
に
は
じ
ま
る
詳
細
な
注
釈
を
展
 潤
 す
る
。
 

-
2
-
2
 
 

こ
の
点
か
ら
、
 湾
 鵠
を
信
用
す
る
限
り
、
法
界
 勘
問
 は
経
 疏
の
執
筆
 年
 

時
 
（
 
七
 

ノ
ノ
 

Ⅰ
 四
｜
セ
 Ⅰ
七
）
 

（
 
3
 
2
 
 

）
 
に
は
存
在
し
た
と
み
低
け
れ
 ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
年
代
を
さ
ら
に
上
に
押
し
あ
げ
る
資
料
が
拓
本
妙
覚
 塔
 記
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
澄
観
は
十
 

一
才
で
得
度
し
た
の
 

ち
 、
諸
経
論
を
講
じ
た
が
、
「
 終
 両
法
界
観
 二
 を
も
 耽
 抗
 し
て
捨
て
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
記
述
が
も
し
も
 正
 し
い
と
す
れ
ば
、
 杜
順
 

撰
 と
さ
れ
る
法
界
 卸
門
は
 、
澄
観
の
若
き
修
行
時
代
、
 セ
 五
 0
 １
人
 0
 年
に
は
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
と
い
う
 こ
と
に
な
る
。
（
た
だ
 

し
 、
こ
の
記
事
は
会
文
詞
前
引
の
妙
覚
 塔
記
 に
は
み
え
 て
い
低
い
）
。
か
り
に
、
こ
の
拓
本
妙
覚
 
塔
記
 に
お
け
る
 菱
 休
の
記
述
を
疑
う
と
し
 

て
も
、
上
述
し
た
諸
点
、
特
に
九
世
紀
初
頭
の
流
布
状
況
 、
複
数
の
注
釈
者
の
存
在
、
華
厳
経
 疏
 お
よ
び
演
義
 妙
 の
 記
事
な
ど
を
総
合
し
 

て
 考
え
る
と
、
や
は
り
、
八
世
紀
後
半
に
は
独
立
し
た
 法
 界
 観
閲
が
存
在
し
て
い
た
と
推
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
 あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
 澄
 

観
な
い
し
宗
密
に
よ
る
 発
 菩
提
心
章
か
ら
の
抄
出
と
い
・
 
っ
 鈴
木
博
士
の
説
は
 、
 頭
か
ら
澄
観
を
信
用
し
な
い
の
で
 な
い
限
り
、
成
り
た
た
 



通
日
日
ほ
、
こ
れ
ら
の
著
者
、
三
人
に
続
高
僧
伝
の
中
で
 

壬
 
一
口
 

及
 し
て
い
る
。
こ
の
点
は
 、
 同
じ
道
宣
の
記
述
で
あ
る
 だ
け
に
十
分
注
意
 さ
 

（
㏄
）
 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
 続
 高
僧
伝
に
お
 い
 て
 彼
は
霊
 祐
 に
つ
い
て
、
華
厳
 疏
と
 合
し
て
九
巻
を
成
し
 ち
に
 
L
 こ
の
べ
、
七
口
 
蔵
伝
に
 

（
四
）
 

は
 
「
 講
 三
論
一
百
会
通
、
法
華
三
百
余
 遍
 、
人
品
・
 
智
仏
 
B
.
 華
厳
・
維
摩
等
各
数
十
 遍
 、
立
者
 玄
疏
 、
 盛
流
於
世
 」
と
記
し
、
 
杜
 順
伏
 で
 

 
 ㈹

同
法
界
観
一
巻
 

杜
順
師
撰
 

か
な
り
大
き
な
疑
問
が
あ
る
と
と
も
に
、
法
蔵
以
後
、
 澄
 観
 以
前
に
何
人
か
が
法
蔵
の
著
述
か
ら
一
部
を
抜
き
出
 し
 、
こ
れ
を
 杜
順
 に
帰
 

す
る
可
能
性
は
、
思
想
史
的
状
況
か
ら
十
分
あ
り
 ぅ
る
 し
 、
ま
た
そ
の
時
間
的
余
裕
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
 、
こ
れ
ら
の
問
題
を
順
 

次
 検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
だ
が
そ
の
前
に
 、
 道
め
 日
 
一
の
 
浮
 心
 誠
 観
法
に
み
え
る
次
の
記
事
、
す
な
 ね
 ち
、
 

古
者
大
徳
 講
 華
厳
経
唯
一
巻
 疏
 、
船
筏
法
師
作
三
巻
 疏
 、
 今
時
 講
者
 十
地
一
品
山
千
巻
 疏
 、
 各
退
 功
能
親
顔
 華
詞
 、
文
字
 浩
博
 害
心
 

-
 
舛
 ）
 

無
前
 

ほ
 つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
の
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
 。
と
い
う
の
は
、
も
し
も
こ
の
「
大
徳
」
の
「
唯
一
巻
 疏
 」
を
、
注
釈
者
で
あ
 

る
 天
台
の
允
 堪
 の
よ
う
に
 杜
 順
の
法
界
観
閲
と
考
え
れ
ば
 、
セ
 世
紀
に
は
 杜
 順
接
法
界
観
 門
 
一
巻
が
存
し
た
こ
と
 
に
な
り
、
法
界
観
門
柱
 

傾
壊
説
を
確
定
的
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
 

ま
ず
、
華
厳
経
研
究
史
を
知
る
た
め
の
最
も
基
本
的
な
 資
料
で
あ
る
法
蔵
の
華
厳
経
伝
記
を
調
べ
て
み
る
と
、
 そ
 こ
に
は
一
巻
の
華
厳
 

経
 硫
を
 著
 わ
し
た
人
は
一
人
も
で
て
こ
な
い
。
ま
た
、
 

一
 
局
僧
伝
や
続
 
高
僧
伝
に
も
そ
の
よ
う
な
明
確
な
記
述
は
な
 い
 。
そ
こ
で
、
華
厳
 関
 

係
の
資
料
が
か
な
り
包
括
的
に
登
録
さ
れ
て
い
る
後
世
 0
 束
 域
 伝
統
目
録
に
よ
っ
て
「
唯
一
巻
 疏
 」
に
該
当
す
る
 も
の
を
探
る
と
、
次
の
 

三
つ
の
著
作
が
あ
る
。
 

Ⅲ
華
厳
旨
帰
一
巻
 
惰
 相
州
 演
 空
手
 沢
霊
祐
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曄
 

で
き
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
 

 
 

      拝観門口撰者 考 

      
に 上 に 
関 、 あ 
し 筆 た 
て 考 る 

は は 部 
、 淳 介 

仝 心 が 

後 誠 十 
さ 観 巻 
ら 法 る 
に の っ 

検 「 た 
討 唯 と 

し 一 い 
て 巻 う 

い 疏 の 
き 」 で 

た と あ 
い は ろ   
威 とに 力 吉ユ 
か の た 

だし、 、こ く 華厳経 

の 遊 こ 

記 意 れ 
事 で ら 

に あ に 
よ る っ 
つ つ い 

て と て 
、 推 も 

法 例 何 
果 し の 
観 て 確 
門 み 証 
の た も 

杜 わ な   
撰 で   

な あ 
主 る 
弓圭妻   
す け 
る れ 
こ ど 

とは も 、 
(511) 

は
華
厳
 疏
に
 関
連
す
る
な
ん
ら
の
記
述
も
試
み
て
い
 犠
卜
 

-
"
 
）
  
 

さ
て
、
浮
心
諦
観
法
の
「
唯
一
巻
 疏
 」
が
、
こ
の
う
ち
 の
 一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
吉
蔵
の
華
厳
経
遊
 意
 一
巻
を
さ
す
の
で
は
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
理
由
を
述
べ
よ
う
。
 

㈲
は
、
浄
几
諦
観
法
の
記
事
で
は
「
唯
一
巻
 疏
 」
を
 独
 立
 的
に
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
、
 続
 高
僧
伝
 に
は
「
合
成
九
巻
」
 

に
 主
眼
が
あ
る
点
か
ら
、
適
当
し
な
い
よ
う
で
あ
り
、
 ま
 た
 ㈹
は
 続
 高
僧
伝
に
何
ら
関
連
記
事
が
見
出
せ
な
い
こ
 と
に
よ
っ
て
、
 杜
傾
る
 

「
唯
一
巻
 疏
 」
の
著
者
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
 思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
筆
者
の
推
定
の
消
極
的
な
理
出
で
 あ
る
が
、
ま
た
積
極
的
 

な
 理
由
と
し
て
は
、
①
吉
蔵
は
十
大
徳
の
一
人
で
あ
り
、
 「
大
徳
」
の
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
、
②
吉
蔵
は
六
 二
三
年
に
没
し
て
い
る
 

か
ら
「
古
者
」
の
記
述
に
も
納
得
で
き
る
こ
と
、
③
 吉
 蔵
 だ
け
が
、
浮
心
 誠
 観
法
と
続
高
僧
伝
に
共
通
す
る
「
 講
 華
厳
経
」
の
表
現
に
 該
 

労
 す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
 允
堪
が
 「
唯
一
巻
 
疏
 」
の
著
者
を
杜
 順
 と
し
て
い
る
が
、
彼
は
法
界
観
 門
 杜
 順
接
 説
 確
定
後
の
人
 

で
あ
る
（
 一
 0
 六
一
年
 寂
 ）
の
で
、
彼
の
言
を
そ
の
ま
ま
 信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
、
砕
心
諦
観
法
は
、
こ
の
あ
と
「
後
法
師
 作
 二
巻
 疏
 、
今
時
 講
者
 十
地
一
品
出
土
 巻
疏
 」
と
の
べ
る
が
 、
こ
の
二
人
と
も
に
 

全
く
不
明
で
あ
る
。
華
厳
経
伝
記
、
高
僧
伝
、
続
高
僧
 伝
 と
も
に
、
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
人
は
い
な
い
。
 允
堪
 も
 「
 名
 倶
に
亡
ず
」
と
 

し
て
い
る
。
あ
る
い
は
三
巻
と
は
、
 曇
遷
 ・
 智
 正
に
学
 ん
だ
雲
井
（
五
八
六
 ｜
 六
六
二
つ
の
「
喜
字
一
二
 

ヰ
壱
 

」
（
 

9
 
2
 ）
 を
さ
す
 の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
 

十
地
 品
 の
千
巻
の
 疏
 と
は
、
 智
欄
 
（
 
六
 0
 ニ
ー
 六
六
八
）
 の
捜
 文
詞
 が
 「
 略
疏
 」
と
い
わ
れ
る
点
か
ら
み
て
「
 広
 疏
 」
が
あ
り
、
そ
の
 十
 



2
 
 社
 順
伏
 は
 つ
い
て
 

さ
て
、
法
界
観
 門
 の
 杜
 順
接
 を
 疑
 う
 第
一
の
理
由
は
 、
杜
 順
 に
つ
い
て
の
第
一
次
資
料
と
い
う
べ
き
道
宣
の
続
 高
 僧
伝
と
 法
蔵
の
華
厳
 

経
伝
記
の
い
ず
れ
に
も
、
 

杜
順
 が
法
界
観
 門
 を
著
わ
し
 た
と
い
う
記
述
が
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
わ
ず
か
 に
 、
華
厳
経
伝
記
 巻
四
 

0
%
 五
智
 仁
 に
記
さ
れ
る
次
の
記
事
が
、
 

杜
 順
の
法
界
観
 門
 撰
述
を
推
論
す
る
唯
一
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
 そ
 れ
は
、
 

（
㏄
）
 

（
 焚
 支
管
）
 投
神
僧
杜
順
 禅
師
、
習
 諸
勝
行
 、
順
 即
 会
読
 謂
 華
厳
為
業
、
 
勧
依
 此
経
 修
 普
賢
 行
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
 

杜
順
 自
身
も
「
 普
 賢
行
 」
を
修
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
結
城
 博
士
は
そ
の
点
を
重
視
 

さ
れ
、
法
蔵
の
華
厳
三
昧
観
を
仲
立
ち
と
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
 杜
順
と
 法
界
観
 門
 と
を
結
び
つ
け
て
お
ら
れ
る
。
 

華
厳
三
昧
観
に
つ
い
て
 

は
後
謝
 す
る
が
、
博
士
の
主
張
の
要
点
は
、
普
賢
行
 る
 修
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
天
台
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
よ
 う
に
、
具
体
的
な
方
 軌
 

が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
方
 軌
 こ
そ
が
法
界
観
 門
で
 あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
論
理
に
は
、
 多
少
の
飛
躍
が
あ
る
よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
 
杜
 順
の
普
賢
 行
 に
は
彼
自
 身
の
方
 軌
 が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
法
蔵
が
、
華
厳
 三
昧
 観
 を
も
っ
て
普
賢
 

行
を
修
成
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
も
間
違
い
で
は
な
い
。
 け
れ
ど
も
、
こ
の
二
点
か
ら
た
だ
ち
に
 杜
順
と
 法
界
観
 門
を
結
び
つ
け
る
こ
と
 

は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
 

杜
順
 の
 修
 普
賢
行
の
具
体
的
 方
法
は
、
法
界
観
 門
 に
示
さ
れ
た
方
法
で
は
低
か
っ
た
 と
 い
う
可
能
性
は
な
く
な
 

ら
ず
、
よ
し
ん
ば
法
界
観
閲
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
 て
も
、
法
界
観
 門
 で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
た
 い
の
で
あ
る
 0
 こ
の
こ
 

と
は
、
華
厳
三
昧
 観
 な
る
書
物
の
検
討
と
、
普
賢
 待
 と
 は
 何
か
と
い
う
問
題
と
の
両
面
か
ら
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
 、
前
者
に
つ
い
て
は
後
 

に
ま
と
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
、
今
は
後
考
に
つ
い
て
だ
 け
 論
じ
て
お
き
た
い
。
 

普
賢
 待
 と
は
何
か
。
華
厳
経
に
お
け
る
普
賢
 行
 を
高
塁
 博
士
は
、
如
来
の
本
願
な
い
し
三
昧
に
裏
づ
け
ら
れ
た
 無
 擬
 な
る
働
き
と
み
な
 

-
 
。
Ⅰ
）
 

3
 

し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
華
厳
思
想
の
大
成
者
で
も
あ
 り
、
 先
に
あ
げ
た
華
厳
経
伝
記
の
著
者
で
も
あ
る
法
蔵
は
 

「
普
賢
即
行
」
な
る
 

（
㏄
）
 

も
の
で
 普
法
 に
対
応
し
、
「
頓
に
 多
 行
を
成
ず
」
と
「
 遍
く
 普
 行
を
成
ず
」
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
有
す
る
も
の
 と
 定
義
す
る
。
こ
の
 う
 

<512)  58 



ま
た
用
語
に
つ
い
て
い
え
ば
、
法
界
観
 門
 に
用
い
 ら
れ
る
言
葉
の
中
に
は
真
空
・
理
性
・
真
理
な
ど
の
 
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
の
 ほ
 

 
 

 
 

璃
か
 、
華
厳
一
乗
の
実
践
的
把
握
を
表
徴
す
る
の
に
 好
 
適
 と
思
わ
れ
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
（
単
体
・
 尽
 ・
匝
な
ど
）
。
し
か
し
そ
れ
⑤
 

法
 

匠
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
の
調
べ
た
範
囲
で
は
、
 

智
 欄
 は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
全
く
用
い
て
い
な
い
。
こ
の
こ
 と
は
、
 智
傭
 研
究
の
貴
重
な
㏄
 

-
 
糾
 -
 

上
 で
、
「
も
し
空
の
方
便
を
窮
む
れ
ば
一
乗
の
究
 意
 な
 り
 」
と
論
ず
る
の
み
で
あ
っ
て
 、
 他
の
諸
観
に
関
す
る
と
 同
様
の
態
度
を
く
ず
し
 

経
て
い
な
い
。
こ
の
主
張
に
し
て
も
、
そ
こ
に
法
界
観
 

門
を
介
在
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
  
 

 
 
 
 

ち
い
ず
れ
の
定
義
を
採
る
に
せ
よ
、
普
賢
 打
 と
は
、
 華
 厳
的
 行
法
の
抽
象
的
・
包
括
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
具
体
 的
に
は
い
か
な
る
 観
 

法
も
普
賢
 行
 に
通
じ
う
る
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 

第
二
 祖
 と
さ
れ
る
 智
欄
は
 五
障
 心
観
を
 
「
一
乗
の
方
便
に
 
し
て
、
一
乗
の
摂
に
 属
 

す
 
@
,
@
3
 
 

」
と
述
べ
て
、
 

、
 

し
一
 

る
 。
「
一
乗
」
と
ま
行
的
こ
ま
普
賢
 

，
 
@
 １
 、
 

行
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
 智
 傲
 自
身
に
お
い
て
は
 小
 

美
的
な
観
法
と
さ
れ
る
 五
停
心
 観
も
普
賢
 行
 に
直
結
す
 
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
 よ
う
。
 杜
 順
の
場
合
に
 

も
 、
普
賢
行
の
具
体
的
方
 軌
が
 法
界
観
閲
で
な
け
れ
ば
 な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

3
 
 法
界
 傭
門
 と
管
欄
の
思
想
 

法
界
観
閲
 杜
 順
接
 説
 に
対
す
る
第
二
の
疑
問
は
、
 

杜
順
 と
の
間
に
は
っ
き
り
と
し
た
師
資
関
係
の
あ
る
 智
欄
に
、
 
法
界
観
 門
 が
相
承
さ
 

れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
形
跡
は
認
め
が
た
 い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
 観
 門
の
構
成
の
態
度
・
 
方
法
に
つ
い
て
だ
け
で
 

は
な
く
、
用
語
に
関
し
て
も
い
え
る
。
 

智
 欄
の
実
践
論
の
特
色
は
、
上
述
し
た
 五
停
心
観
 を
は
 じ
め
、
通
観
・
唯
識
 観
 
・
空
観
・
数
息
観
な
ど
、
ど
の
よ
 う
 な
実
践
の
仕
方
を
 

も
 許
す
と
い
う
立
場
で
一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 私
 見
に
よ
れ
ば
、
法
界
 健
 門
の
中
で
、
実
践
的
な
意
味
に
 お
い
て
最
も
重
要
な
の
 

は
 真
空
観
第
一
で
あ
り
、
理
事
無
 擬
観
 第
二
、
周
通
念
 容
 観
 第
三
は
、
真
空
観
の
「
 
行
境
 」
に
あ
ら
わ
れ
た
世
界
観
 0
 表
明
と
し
て
の
傾
向
 

が
強
い
。
こ
の
真
空
観
は
、
空
観
が
中
国
的
に
変
容
 し
 た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
 智
儂
は
 、
空
観
を
初
 修
 者
に
最
適
と
評
価
し
た
 



 
 

 
 

 
 

が
 、
現
行
の
㈲
も
㈲
も
こ
う
し
た
構
成
に
は
な
っ
て
 

お
，
 

り
ず
、
十
重
唯
識
 

観
と
い
 
え
る
よ
う
な
も
の
も
含
ん
で
 

ぃ
 低
い
。
た
だ
 

C
 、
 胡
司
 
に
共
通
な
第
四
表
徳
（
碩
徳
）
中
の
最
後
の
理
 

事
 円
融
 
義
が
 
、
十
間
十
義
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
み
で
 

あ
る
。
し
か
 

 
 

に
 、
と
も
か
く
も
一
つ
の
関
連
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
よ
 

・
つ
っ
 

る
 。
こ
 

と
こ
ろ
 

わ
ず
か
 

し
そ
こ
 

ま
ず
、
㈲
と
㈲
㈲
と
の
同
異
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
よ
 ，
 
つ
 。
 

 
 

法
蔵
は
探
 玄
 記
の
中
で
十
重
唯
識
を
立
て
る
が
、
そ
の
 す
ぐ
あ
と
に
、
「
 是
約
教
就
解
 両
説
、
若
 就
 観
行
本
有
寸
 重
 、
丸
一
巻
華
厳
 二
一
 

成
 で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
㈲
は
そ
の
三
観
の
名
を
 

標
す
る
だ
け
は
の
に
対
し
て
、
㈲
は
内
容
ま
で
も
そ
の
ま
 

ま
に
出
し
て
い
る
か
ら
 

で
あ
る
。
 

一
 性
を
推
測
し
 
ぅ
 る
ほ
ど
密
接
な
関
係
が
あ
る
一
方
、
㈲
 

と
何
と
は
現
存
し
、
⑬
）
と
も
に
法
界
観
閲
相
当
部
分
を
そ
 

の
 一
部
と
す
る
同
じ
構
 

問
題
に
な
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
㈲
は
現
存
し
な
い
が
法
蔵
自
身
が
舌
口
 

反
 し
 て
お
り
、
Ⅲ
㈲
と
の
 
同
 

資
料
を
提
供
す
る
新
羅
系
の
法
界
国
記
 叢
髄
 録
な
ど
で
 も
 同
じ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
実
践
の
意
識
が
 椙
当
 に
強
 い
智
欄
 に
し
て
、
 杜
順
 
⑩
 

や
 法
界
観
 門
 に
何
ら
言
及
せ
ず
、
法
界
観
門
の
捉
え
 方
 を
 予
想
さ
せ
る
も
の
も
な
く
、
用
語
の
影
響
す
ら
認
め
ら
 

  

れ
は
、
法
界
観
閲
 を
杜
 順
接
と
す
る
こ
と
へ
の
大
き
な
 壁
 で
あ
る
と
い
え
よ
 う
 。
ち
な
み
に
、
第
三
祖
法
蔵
が
 杜
 順
 に
関
 諒
 す
る
の
は
、
 

華
厳
経
伝
記
の
智
 廣
伝
で
 
「
 
杜
順
 」
、
英
文
智
仁
 で
 「
 
神
 僧
杜
順
 」
、
梵
網
経
菩
薩
戒
本
流
 で
 梵
網
経
疏
の
著
者
と
 し
て
の
「
 杜
順
 禅
師
」
、
 

以
上
の
三
箇
所
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
法
界
観
閲
に
っ
 い
て
は
 一
 
ミ
ロ
も
触
れ
て
い
低
い
。
 

4
 
 華
厳
三
一
味
 
観
 ・
華
厳
三
昧
 章
 ・
 発 菩
提
心
 章
 を
め
 ぐ
っ
て
 

次
に
 、
 ㈲
華
厳
三
昧
観
、
㈲
華
厳
三
昧
 章
 、
田
発
菩
提
 心
 章
の
同
異
・
前
後
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
 ら
の
三
つ
の
著
作
が
 



係
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

の
 法
界
 義
鏡
 お
よ
び
通
路
 記
と
 、
正
徳
四
年
（
 一
セ
一
 
四
）
に
書
か
れ
た
「
華
厳
 
発
 

閲
 
菩
提
心
 章
 凡
例
」
が
あ
る
。
凝
然
に
よ
れ
ば
、
法
蔵
 

0
 着
わ
し
た
華
厳
三
昧
 
章
 に
は
、
 発
 菩
提
心
 章
 の
 異
 色
 
本
と
さ
れ
る
も
の
と
三
巻
本
（
 

2
 ）
 

撰
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
 発
 菩
提
心
章
の
残
編
⑨
 

憶
 
を
も
っ
て
三
昧
 
章
 と
し
た
も
の
か
、
と
推
測
し
 
、
そ
 の
 文
が
発
菩
提
心
 
章
 と
大
同
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
 

る
 。
お
そ
ら
く
「
凡
例
」
の
 鍾
 

と
 思
わ
れ
る
性
悪
思
想
の
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
 

し
 、
そ
の
内
容
か
ら
㈲
㈲
そ
れ
ぞ
れ
の
前
後
関
係
、
お
よ
 

び
 回
と
㈲
と
の
前
後
関
 

現
存
の
㈲
華
厳
 
二
 一
味
 
章
 に
は
二
本
、
回
発
菩
提
心
章
に
 

は
 三
本
が
あ
り
、
 
発
 菩
提
心
 章
 の
一
本
は
明
ら
か
に
澄
観
 
以
後
に
付
加
さ
れ
た
 

関
係
、
真
撰
の
正
否
を
追
求
し
て
み
た
い
。
 

ら
も
窺
い
 う
る
 。
そ
こ
で
筆
者
は
、
㈲
 と
冊
 ㈲
と
は
一
応
 別
 の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
 以
 下
 、
樹
と
Ⅲ
と
の
前
後
 

㈲
と
㈲
何
と
の
も
う
一
つ
の
関
連
性
を
示
す
の
が
、
 

次
 に
 検
討
す
る
 崔
致
 遠
の
法
蔵
和
尚
伝
の
記
事
で
あ
る
。
 

そ
 の
中
で
彼
は
、
法
蔵
 

が
著
 わ
し
た
華
厳
三
昧
観
の
直
心
中
の
十
義
に
就
い
て
 

督
を
配
し
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
（
 

8
-
3
 
 

こ
の
「
華
厳
三
昧
 
観
 」
 の
 、
法
蔵
が
華
厳
経
伝
 

記
 中
に
記
す
著
作
と
同
一
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
 

天
 ム
ロ
 
法
 幸
こ
擬
し
て
 

@
 
d
 
 著
つ
 し
た
と
い
う
 
崔
致
 遠
の
記
述
と
、
 

（
 
9
 
@
 
 

）
 

伝
記
 中
の
法
蔵
の
華
厳
三
昧
 

観
の
解
説
と
が
内
容
的
に
 
蛆
齢
し
 低
い
こ
と
に
よ
っ
て
 
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
直
心
中
の
十
義
」
が
 

、
 ㈲
㈹
の
 冒
頭
に
み
え
る
直
心
中
 

の
 寸
心
と
同
名
な
の
で
あ
る
。
 

常
盤
博
士
は
こ
の
二
つ
の
関
連
を
と
り
あ
げ
て
、
㈲
 

は
 現
存
の
Ⅲ
と
同
本
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
は
㈲
で
あ
る
、
 

と
 主
張
さ
れ
た
の
で
 

あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
に
早
急
に
そ
れ
ら
の
 

同
 一
 性
を
推
定
し
う
る
と
は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
全
体
的
な
 

視
野
か
ら
み
れ
ば
、
 
あ
 

る
 近
い
関
係
に
は
立
っ
と
し
て
も
、
内
容
そ
の
も
の
は
 

同
一
で
は
な
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
 

と
は
、
凝
然
の
こ
ろ
に
 

は
す
で
に
散
供
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
 

に
 ち
 ㈲
が
Ⅲ
と
と
も
に
、
つ
ま
り
別
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
 

た
 形
跡
 
カ
ノ
、
 

力
 
ヱ
コ
（
Ⅰ
）
 

あ
る
こ
と
 

4
 

（
㏄
）
 



も
し
も
こ
の
 発
 菩
提
心
義
の
法
蔵
 
述
 が
正
し
く
、
 

法
界
観
円
相
当
部
分
を
含
む
㈲
が
日
本
に
伝
来
し
 

た
は
チ
ャ
プ
タ
ー
に
は
、
今
問
題
の
、
Ⅲ
法
蔵
の
 

 
 

（
ー
）
 

5
 

 
 

み
て
、
古
層
の
現
行
田
 
七
 考
え
る
の
が
最
も
穏
当
 

こ
の
記
事
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
 

刊
 

若
 広
顕
（
発
心
）
因
縁
、
知
立
ロ
細
 

陵
 ，
り
土
 

早
 
-
2
 

5
 ）
 

現
行
㈲
と
同
一
の
書
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
蔵
没
後
 ま
も
な
い
八
世
紀
中
葉
に
は
、
 

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
菩
提
心
を
題
名
に
用
 い
た
中
国
人
撰
述
の
書
物
、
 ま
 

も
の
の
ほ
か
、
㈲
 孔
 日
章
の
 一
 
部
を
な
す
も
の
、
（
 

8
-
4
 

㈹
 潜
 真
薯
と
さ
れ
る
 発
 菩
提
 ひ
義
、
 

J
 （
 
4
 
9
 ）
 

さ
ら
に
、
㈲
東
大
寺
図
書
館
蔵
の
長
元
八
年
（
 一
 
0
 二
一
 
五
）
の
奥
書
の
あ
る
華
厳
経
 発
 

え
た
い
が
、
名
称
、
年
代
、
著
者
名
、
お
よ
び
単
行
本
 と
 思
わ
れ
る
こ
と
の
四
点
か
ら
 

で
あ
ろ
う
。
 

定
 記
の
次
の
記
述
で
あ
る
。
 

（
 
W
 ）
 

さ
ら
に
遡
っ
て
正
倉
院
文
書
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
セ
 ）
に
法
蔵
の
「
花
蕨
 発
 菩
提
心
 義
 」
が
書
写
さ
れ
た
こ
 と
を
記
録
し
て
い
る
。
 

作
者
は
、
現
存
の
高
山
寺
蔵
本
と
同
系
統
の
も
の
を
 

見
 て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
現
行
木
と
ほ
ぼ
 

同
じ
と
思
わ
れ
る
㈲
が
 

日
本
に
行
な
わ
れ
た
時
点
は
、
十
三
世
紀
以
前
に
遡
る
こ
 

と
は
で
き
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
、
 現
 ・
 
行
 ㈲
の
他
の
一
本
は
、
近
年
、
南
条
 

博
 士
 が
朝
鮮
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
つ
ご
 

ろ
か
ら
流
布
し
た
の
 

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
常
盤
博
士
は
、
義
天
鼓
が
記
す
 

「
華
厳
三
昧
 
勧
 」
と
同
本
で
あ
る
と
み
て
お
ら
れ
る
。
 

し
 か
し
筆
者
は
、
先
に
の
 

べ
た
よ
う
に
両
者
を
別
本
と
み
る
か
ら
、
十
一
世
紀
の
朝
 

鮮
 ・
中
国
に
囹
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
な
い
。
 

こ
の
朝
鮮
発
見
本
（
 
金
 

 
 

こ
ろ
何
ら
明
ら
か
に
さ
れ
え
な
い
が
、
筆
者
の
推
定
で
は
 

、
 早
く
て
も
日
本
に
あ
 

次
に
、
田
発
菩
提
心
章
ほ
つ
い
て
は
ど
う
か
。
「
華
厳
 

経
発
 菩
提
心
 ボ
 」
一
 %
 と
し
て
、
こ
れ
を
は
じ
め
て
記
し
 
た
の
は
、
日
本
の
 
-
 
水
 

（
 
6
-
 

4
 

-
5
-
 

4
 

超
録
 （
 一
 
0
 九
四
）
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
 

0
 円
 超
録
 （
九
一
四
）
は
「
華
厳
 

発
 菩
提
心
義
一
巻
法
蔵
 
述
 」
を
登
録
す
る
。
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口 法界観閲』撰者 考 

し
て
そ
の
内
容
的
展
開
は
、
第
三
頭
過
と
の
関
連
に
お
 い
て
真
空
観
第
一
理
の
立
場
を
、
第
二
・
第
三
は
そ
 の
 思
惟
的
発
展
で
あ
る
㏄
 

と
わ
り
も
な
く
欠
く
こ
と
は
、
不
自
然
で
あ
る
と
い
わ
 ね
ば
な
ら
な
い
。
 

ち
な
み
に
、
㈲
の
第
四
表
徳
全
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
 こ
 れ
が
五
門
か
ら
な
る
こ
と
は
、
法
蔵
の
常
套
手
段
の
 
一
 つ
 と
思
わ
れ
る
。
 そ
 
⑨
 

こ
こ
で
「
菩
提
心
 章
 」
な
る
書
名
が
あ
げ
 

よ
う
な
題
名
の
も
の
は
見
え
な
い
か
ら
、
 

こ
 

の
 因
縁
を
記
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
 

す
 め
 か
を
知
る
直
接
の
手
が
か
り
は
何
も
な
 

相
違
、
㈲
は
年
代
的
・
内
容
的
な
相
違
に
よ
 

つ
で
あ
ろ
う
が
、
 
慧
苑
と
 年
代
的
に
き
わ
め
 

蔵
 の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
一
番
強
い
と
い
 

よ
く
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
 

も
し
も
、
以
上
の
ご
と
き
筆
者
の
推
定
が
 

は
、
 ㈲
が
冊
に
遥
か
に
先
行
し
た
の
で
は
な
 

額
 で
あ
る
。
詳
し
く
の
べ
る
こ
と
は
で
き
な
 

真
空
観
と
の
間
に
は
、
一
つ
の
論
理
的
な
流
 

顕
 過
を
通
読
し
た
あ
と
で
読
む
と
、
真
空
観
 

て
 、
そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
に
よ
く
了
解
で
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
 ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
さ
す
の
 か
 。
 慧
苑
 自
身
の
著
作
に
は
、
こ
の
 

の
 「
菩
提
心
 章
 」
と
は
、
 慧
苑
 以
前
の
書
物
で
あ
っ
て
 慧
 苑
が
 知
悉
し
て
お
り
、
か
つ
発
心
 

る
 。
彼
の
弟
子
法
 説
 の
纂
訳
（
制
定
記
の
注
釈
 書
 ）
 が
 伝
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
れ
が
何
を
さ
 

い
 。
し
か
し
、
上
述
し
た
五
つ
の
、
菩
提
心
を
題
名
と
 
す
る
書
物
の
う
ち
、
㈹
は
立
場
の
 

っ
て
適
当
し
な
い
か
ら
、
問
題
は
残
り
の
Ⅲ
 、
 ㈲
 、
 ㈲
 の
 三
つ
と
な
る
。
多
分
こ
の
中
の
 一
 

て
 近
く
、
か
っ
 慧
苑
が
 直
接
影
響
を
つ
け
、
最
も
意
識
 し
た
の
は
法
蔵
で
あ
っ
た
か
ら
、
 法
 

え
よ
う
。
 セ
四
セ
 年
に
は
日
本
へ
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
 と
に
ち
 ろ
 あ
わ
せ
て
も
、
当
時
㈲
は
 

 
 

正
し
い
と
す
れ
ば
、
八
世
紀
中
葉
以
前
に
㈲
は
存
在
し
 て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
 

い
か
と
い
う
推
測
を
強
め
さ
せ
る
。
こ
の
推
測
を
助
け
 る
の
が
、
㈲
の
構
成
の
自
然
さ
の
 間
 

い
が
、
第
三
頭
過
と
、
第
四
表
徳
の
第
一
、
す
な
わ
ち
 法
 異
観
閲
相
当
部
分
の
第
一
で
あ
る
 

れ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
真
空
観
そ
れ
自
体
は
か
な
り
難
解
 で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
第
三
 

な
る
も
の
が
 顕
過
 に
お
け
る
 色
 空
相
即
に
関
す
る
否
定
 の
 止
揚
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
従
っ
 

き
る
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
、
第
三
頭
過
と
第
四
表
徳
 と
 は
 、
本
来
密
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
 

㈲
が
第
三
頭
 過
 を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
せ
な
が
ら
、
 宣
俺
ェ
 
観
 以
下
の
二
顧
の
内
容
を
何
の
こ
 



と
よ
く
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。
 

要
す
る
に
、
当
面
の
問
題
と
す
る
㈲
 と
何
 と
に
つ
い
て
 は
、
 ㈲
が
法
蔵
撰
述
当
初
の
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
 法
界
観
円
相
当
部
分
 

が
 含
ま
れ
て
い
た
、
と
筆
者
は
推
定
す
る
。
だ
か
ら
、
 法
 界
 勘
問
に
関
し
て
は
、
田
法
蔵
が
す
で
に
か
れ
以
前
に
 存
在
し
た
も
の
を
そ
の
 

ま
ま
自
己
の
著
作
の
中
に
と
り
入
れ
、
し
か
も
著
作
合
 休
 が
論
理
的
整
合
を
も
っ
よ
 う
 に
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
 ㈲
法
界
観
 門
 相
当
部
分
 

が
も
と
も
と
法
蔵
の
述
作
の
一
部
で
あ
っ
た
の
か
、
 そ
 の
い
ず
れ
か
に
な
ろ
う
。
筆
者
は
こ
の
う
ち
、
後
者
の
 
見
解
を
と
る
も
の
で
あ
 

る
 。
も
ち
ろ
ん
、
 発
 菩
提
心
 章
が
 撰
述
当
初
の
も
の
で
 あ
ろ
う
こ
と
自
体
、
法
界
観
閲
が
法
蔵
の
自
撰
の
一
部
で
 あ
る
こ
と
を
あ
る
程
度
 

う
 ら
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
 発
 菩
提
心
土
 
早
 の
ほ
う
が
法
界
観
 門
 よ
り
資
料
の
上
で
年
代
的
に
か
な
 り
 早
く
あ
ら
わ
れ
て
い
 

る
こ
と
も
、
そ
の
推
定
を
助
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
 は
 、
法
界
観
閲
相
当
部
門
の
法
蔵
自
撰
を
決
定
づ
け
る
 も
の
で
は
な
い
。
筆
者
 

の
 見
解
も
、
い
わ
ば
単
な
る
推
測
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
 。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
た
か
も
自
撰
の
起
信
論
義
 記
 中
に
元
 暁
の
起
信
論
 疏
 を
ほ
と
 

ん
ど
く
み
入
れ
た
よ
う
に
、
法
蔵
が
 杜
 順
接
法
界
観
閲
 を
 黙
っ
て
自
己
の
文
中
に
加
え
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
 ろ
 れ
な
い
で
は
な
い
。
 し
 

か
し
な
が
ら
、
法
蔵
に
対
す
る
 杜
 頂
と
元
暁
と
を
同
列
 に
 論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
 
杜
傾
る
 「
 神
僧
 」
と
 呼
 

び
 、
 智
欄
 と
の
間
に
父
子
的
な
関
係
の
深
さ
を
の
べ
る
 こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
わ
ず
か
一
句
の
注
釈
に
梵
網
 経
 疏
の
著
者
と
し
て
の
 

「
 杜
順
 禅
師
」
を
 言
 
己
 す
こ
と
こ
よ
 

（
 
4
 
5
 
 

@
 
）
 
っ
て
も
、
法
蔵
が
 杜
順
 を
 敬
慕
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
し
測
り
う
る
か
，
 
り
で
あ
る
。
筆
者
は
、
 

こ
の
点
か
ら
、
「
法
界
観
 門
 」
な
る
も
の
は
法
蔵
自
身
の
 手
に
な
り
、
そ
の
著
、
 発
 菩
提
心
意
の
一
部
と
し
て
は
 じ
め
て
世
に
あ
ら
わ
れ
 

た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
澄
観
や
宗
密
に
は
 発
 菩
提
心
章
の
引
用
は
な
い
 よ
 う
 で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
法
蔵
の
華
厳
の
正
統
的
継
承
 者
を
も
っ
て
 認
 じ
た
 

理
事
無
 擬
 

な
が
っ
て
 

事
事
無
 擬
を
 、
第
四
は
上
の
 

い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
 こ
   
の の 

「 集 
真 約 
空 釣 
」 相 
の 貌 

旋毛 え 
方 策 
は 五 ま @ 法 
蔵 前 
0  戸 巳 

般 の 
若 エ 
J 亡 ¥       
経 セ 
略 、 ノ 

疏 ス 
の の 

  
望 的 
於 把 
空 屋 
」 を 

の   
四 と 

議案 い ・ 

の ） っ 

上 杉 
て で 

方 つ 
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に法 

㈲
 
円
超
録
 、
永
 超
録
 
華
厳
教
分
詞
・
華
厳
十
玄
 章
 ・
 会
 諸
宗
 別
見
頒
 

 
 

 
 観

 
「
 

㈹
 
御
 請
来
目
録
（
空
海
）
 

会
 諸
宗
刑
具
 頚
 一
巻
 

界
 

彼
ら
に
は
、
法
蔵
が
法
界
観
門
を
何
の
断
わ
り
も
な
く
 盗
用
し
た
と
し
か
息
わ
れ
な
い
著
作
な
ど
引
用
し
う
る
も
 の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
 

か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
践
的
中
核
を
な
 す
 部
分
が
「
法
界
観
閲
」
と
し
て
単
行
さ
れ
る
に
及
ん
で
 、
 発
 菩
提
心
章
は
独
立
 

し
た
一
書
と
し
て
の
存
在
の
必
要
性
を
あ
る
程
度
失
っ
た
 、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
 

5
 
 社
順
の
神
格
化
の
過
程
 

次
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
法
界
観
 門
 が
別
人
 の
 撰
述
で
あ
っ
た
場
合
に
、
 

杜
 順
接
と
さ
れ
え
た
可
能
性
 は
あ
る
か
、
と
い
う
 

問
題
で
あ
る
。
 

ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
 

杜
順
 が
八
世
紀
こ
ろ
か
ら
 急
 速
 に
超
人
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 そ
 の
神
格
化
の
過
程
に
 

お
い
て
、
少
な
く
と
も
一
次
的
資
料
に
よ
っ
て
は
確
か
 め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
明
ら
か
に
否
定
さ
 れ
る
よ
う
な
書
物
の
者
 

者
と
し
て
、
 
杜
傾
 が
信
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
 点
で
あ
る
。
 
唐
 室
の
帰
依
を
つ
け
、
貞
観
六
年
（
六
手
 
一
）
に
は
「
帯
心
」
の
 号
 

@
 
巳
り
 

二
 
Ⅰ
 
）
 

（
㏄
）
 

を
 賜
っ
た
と
さ
れ
る
 杜
傾
 が
、
澄
観
の
時
代
に
す
で
に
 文
 珠
の
化
身
と
い
わ
れ
、
尊
崇
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
さ
ら
 論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
 

（
 
7
-
 

5
 

ま
た
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
現
存
し
な
い
け
れ
ど
も
、
 こ
の
時
代
以
後
、
 
杜
 順
の
伝
記
や
碑
が
数
多
く
作
ら
れ
 た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
 

は
 、
お
そ
ら
く
 杜
 順
の
神
格
化
の
過
程
文
殊
化
身
 
伝
説
の
定
着
，
浸
透
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
 る
 。
こ
う
し
た
趨
勢
の
 

中
で
、
 杜
 順
は
さ
ま
ざ
ま
の
華
厳
関
係
の
書
物
や
頒
の
 作
者
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
資
料
ご
と
に
、
法
界
観
 門
 以
外
の
杜
 順
 に
帰
せ
ら
 

れ
る
著
作
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
 

考
 

者
 

㈲
梵
網
経
菩
薩
戒
本
繭
（
法
蔵
）
梵
網
経
 疏
 

撰
 

65@ t5") 



㈲
義
天
錬
士
 門 実
相
観
・
 旋
海
頚
 

㈹
仏
祖
統
紀
安
居
還
滅
 観
 

㈹
 
五
 粗
略
記
法
身
 頚
 

㈹
 
杜
 順
縁
起
十
玄
門
，
五
教
止
観
・
 
義
 海
面
 問
 

こ
の
う
ち
、
法
蔵
の
著
述
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
 五
教
止
観
・
華
厳
三
昧
 観
 ・
華
厳
教
令
 記
 
（
五
教
 
章
 ）
 ・
 妄
尽
 

海
面
 間
 で
あ
り
、
十
玄
門
は
智
 欄
撰
 、
 倣
海
頚
 は
お
そ
 ，
 
り
く
 慧
苑
 の
 旋
海
 章
の
頚
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
 華
 厳
 十
玄
 章
 

門
を
さ
す
と
推
定
さ
れ
る
。
（
 

8
 
5
 
 

）
 
そ
の
他
は
不
明
で
あ
る
が
、
 法
身
 頒
 に
は
「
 嘉
州
牛
喫
草
 、
益
州
馬
腹
腹
、
天
下
貫
 医
 大
 、
英
 

と
い
う
絶
句
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
宗
鏡
録
所
司
 0
 社
順
の
偶
に
「
遊
子
 謁
破
 々
、
 巡
 出
札
上
坂
、
文
殊
 只
 者
是
 、
 何
 

が
あ
る
が
、
こ
れ
が
 会
 諸
宗
 別
見
 頚
の
断
片
な
の
で
あ
 ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
頒
の
ほ
か
、
現
存
し
 な
い
不
明
 

い
て
は
、
断
定
を
さ
し
控
え
た
い
。
 

け
れ
ど
も
、
以
上
の
よ
う
に
、
 杜
 順
接
と
は
到
底
思
え
 な
い
多
く
の
著
作
が
 杜
順
 に
帰
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
 、
 杜
順
 

象
の
端
的
な
一
例
証
と
な
ろ
 う
 。
特
に
安
居
 還
源
額
 は
 法
蔵
ま
た
は
そ
の
門
弟
の
誰
か
の
著
述
と
考
え
ら
れ
る
に
 も
か
か
わ
 

中
書
舎
人
、
高
 那
の
 「
 北
塔
銘
 」
以
来
そ
の
 杜
 順
接
 が
 信
ぜ
ら
 
）
・
 

油
 1
 
6
 

、
 延
寿
が
そ
の
一
部
を
「
 杜
順
 和
尚
 摂
境
 帰
心
 真
空
観
に
 

 
 

ま
で
は
、
む
し
ろ
 杜
 順
接
 説
 の
ほ
う
が
一
般
的
だ
っ
た
 よ
う
で
あ
 

も
 、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
九
世
紀
以
降
に
属
す
る
か
ら
 一
 概
 に
は
い
え
な
い
が
、
澄
観
の
時
代
に
一
応
の
定
着
を
み
 た
 文
殊
 の
 

0
 社
 順
像
が
 、
急
速
に
別
人
の
著
作
を
吸
い
込
ん
で
い
く
 こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
法
界
観
 門
が
   

た
 場
合
に
も
、
そ
 う
 さ
れ
え
た
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
と
 思
わ
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
 杜
傾
 が
神
格
化
さ
れ
て
い
く
過
程
の
背
後
 に
あ
っ
て
こ
れ
を
推
進
し
た
要
因
と
し
て
、
宗
派
意
識
の
 形
成
か
 の

神
格
化
現
 

ら
ず
、
唐
の
 

云
 く
 」
と
し
 

る
。
も
っ
と
 

化
身
と
し
て
 

の
で
な
か
っ
 

ら
祖
統
読
め
 

還
源
観
 ・
義
 

は
一
乗
十
玄
 

（
㏄
）
 

猪
 友
博
上
」
 

（
 
0
 ）
 

処
 寛
弥
陀
」
 

の
も
の
に
つ
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ア 法界観門コ撰者 考 

る
 。
宗
密
の
華
厳
 

-
 
、
，
 、
、
 

祖
統
 
-
5
-
6
 
 

説
は
 

直
接
に
は
こ
の
 澄
 何
の
乃
 ポ
派
 意
識
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
が
 、
そ
れ
は
一
面
で
は
、
 

衣
装
一
派
に
よ
っ
て
急
速
に
う
な
が
さ
れ
た
当
時
の
宗
 派
 主
義
的
状
況
一
般
の
反
映
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

こ
の
時
代
を
境
に
し
て
、
名
実
と
も
に
中
国
仏
教
を
代
表
 す
る
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
が
禅
宗
で
あ
る
。
禅
宗
 の
場
合
、
ま
ず
 セ
世
 

-
 
㏄
）
 

細
末
に
、
 
祖
統
 説
の
先
駆
た
る
「
浅
知
禅
師
行
状
」
が
 あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
開
元
初
年
（
 セ
一
 三
）
を
さ
ほ
ど
 降
ら
ぬ
こ
ろ
に
、
「
 伝
 

法
主
 紀
ニ
と
一
 。
 拐
伽
 師
資
 記
 」
が
成
立
し
、
そ
の
後
、
神
 会
の
北
宗
排
撃
（
 セ
 三
四
）
を
契
機
と
し
て
、
続
々
 と
 燈
史
 が
つ
く
ら
れ
て
い
 

く
 。
ま
た
、
天
台
の
復
興
を
は
た
す
湛
然
が
、
無
情
仏
 性
説
を
か
か
げ
て
金
剛
 鉾
 を
着
わ
し
た
の
も
八
世
紀
で
あ
 る
 。
か
か
る
状
況
の
中
 

で
、
華
厳
の
宗
派
意
識
が
、
一
方
で
は
 杜
順
 の
文
殊
化
身
 説
を
初
祖
 説
 へ
と
転
換
し
、
他
方
で
は
法
界
観
 門
と
杜
 順
 と
の
結
合
を
可
能
に
 

し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
不
自
然
で
は
な
い
 で
あ
ろ
う
。
 

宗
派
意
識
の
展
開
と
関
連
し
て
思
想
史
的
に
注
意
さ
れ
 る
こ
と
は
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
重
要
典
籍
 の
 改
変
や
 、
 新
し
く
 

成
立
し
た
経
論
を
そ
の
 宗
 統
の
代
表
的
人
物
に
仮
託
す
 る
こ
と
が
し
ば
し
ば
 行
 な
わ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
 

改
 変
に
つ
い
て
い
え
ば
、
 

 
 
 
 

例
え
ば
禅
宗
で
最
も
重
視
さ
れ
る
典
籍
の
一
つ
に
六
祖
 壇
経
 が
あ
る
。
こ
れ
は
慧
能
の
示
寂
し
た
セ
一
三
年
か
ら
 約
五
十
年
間
に
、
南
陽
 
繕
 

彗
宙
 心
な
し
て
「
苦
寒
 喪
英
 」
と
嘆
か
せ
た
ほ
ど
の
 改
換
 

 
 

論
じ
た
よ
う
に
、
発
音
㎝
 

確
定
に
お
よ
ぶ
八
・
九
世
紀
の
仏
教
 

力
め
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
 

通
し
を
の
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
 

お
よ
そ
宗
派
意
識
な
る
も
の
は
、
 

射
 法
相
や
対
天
台
の
意
識
は
十
分
に
 

0
 人
は
、
澄
観
で
あ
る
。
彼
は
華
厳
 界

の
動
向
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
 こ
 0
 間
題
は
大
問
題
で
あ
っ
て
。
実
は
筆
者
の
 

し
か
し
看
過
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
先
学
の
諸
 所
 先
 に
依
り
つ
つ
、
筆
者
自
身
の
一
つ
の
 見
 

あ
る
時
点
か
ら
突
然
に
は
じ
ま
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
 。
華
厳
学
統
内
で
は
、
法
蔵
に
お
い
て
も
 

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
 

ぬ
 
-
6
 
 
資
料
の
上
で
、
明
確
に
 宗
 派
 意
識
を
抱
い
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
最
初
 

-
 
㏄
 -
 

の
 教
団
を
は
じ
め
て
「
 宗
 」
と
呼
び
、
ま
た
他
の
教
団
に
 対
し
て
も
「
 士
 
不
二
の
呼
称
を
用
い
て
い
 



以
上
、
論
究
し
た
結
論
と
し
て
、
法
界
観
閲
 は
杜
 順
接
 で
は
な
く
、
法
蔵
の
発
菩
提
心
 章
 の
一
部
で
あ
っ
た
も
の
 が
 、
八
世
紀
後
半
、
 

遅
く
と
も
 八
セ
 0
 年
代
ま
で
に
 抜
抄
 さ
れ
て
、
法
界
観
 門
の
題
名
の
も
と
に
流
布
さ
れ
た
、
と
筆
者
は
推
定
す
る
 。
 杜
 頂
芽
 撰
説
 を
は
じ
 

る
 。
 

詰
 。
 

匹
絹
 

提
 小
童
の
あ
る
も
の
に
は
、
澄
観
以
前
に
な
か
っ
た
 と
 こ
ろ
の
性
悪
説
の
混
入
が
認
め
ら
れ
る
。
 

@
 
㏄
）
 

ま
た
、
著
者
名
仮
託
の
風
潮
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
 
、
 例
え
ば
僧
肇
に
仮
託
さ
れ
る
宝
蔵
論
、
慧
思
に
帰
せ
 ら
れ
る
大
乗
止
観
法
 

（
 
由
 
Ⅱ
 
-
 

Ⅰ
、
一
日
 

目
 ｜
 

部
ま
達
摩
の
名
を
冠
す
る
 

論
、
。
 

@
 
%
 
 

色
観
 
@
0
-
@
 
 

言
 

道
教
関
係
 で

は
 孟
安
排
に
 
仮
託
さ
れ
る
道
教
義
枢
な
ど
が
、
当
時
の
 成
立
と
推
定
さ
れ
て
 ぃ
 

（
 
㈹
）
 

一
 

 
 

る
 点
か
ら
い
っ
て
、
想
像
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
、
 神
 会
の
北
宗
排
撃
の
著
述
の
題
名
は
「
菩
提
達
摩
 定
 是
非
論
 」
で
あ
る
。
 

思
う
に
、
道
教
の
国
教
化
を
企
図
し
た
玄
宗
 朝
 の
 燗
熟
 か
ら
、
安
史
の
乱
を
経
て
会
員
の
 排
仏
 に
っ
な
が
る
社
会
 を
 背
景
に
 、
ハ
 
・
 九
 

世
紀
の
仏
教
は
大
き
な
変
化
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
 時
代
は
、
仏
教
界
内
部
の
索
乱
や
寺
院
と
貴
族
・
富
豪
と
 の
 結
託
が
体
制
仏
教
に
 

分
裂
症
状
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
っ
た
中
で
、
よ
う
や
く
 真
の
中
国
仏
教
民
衆
の
仏
教
へ
の
動
き
が
活
溌
化
し
 は
じ
め
た
時
で
あ
る
。
 

末
項
に
お
い
て
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
指
摘
し
た
諸
傾
向
 は
 、
か
か
る
転
換
の
苦
し
み
の
中
に
芽
生
え
た
試
み
で
あ
 っ
 た
と
い
え
よ
う
。
 
特
 

に
 華
厳
宗
の
場
合
に
は
、
法
蔵
の
華
厳
思
想
が
体
制
 仏
 教
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
民
衆
化
は
 容
易
な
問
題
で
は
な
か
 

っ
た
 。
澄
観
・
宗
密
が
激
し
く
禅
に
接
近
し
つ
つ
、
中
国
 固
有
の
思
想
を
自
己
の
教
学
内
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
 た
の
も
、
ま
た
 祖
統
説
 

の
形
成
と
あ
い
ま
っ
て
・
 杜
傾
 が
急
速
に
神
格
化
さ
れ
て
い
 っ
 た
の
も
、
す
べ
て
そ
う
し
た
苦
し
み
と
無
関
係
で
は
 な
い
で
あ
ろ
う
。
 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
上
述
し
た
よ
う
な
思
想
史
的
状
況
を
考
 

 
 

か
ら
そ
の
実
践
的
中
 

核
 た
る
一
部
を
抜
き
出
し
、
こ
れ
を
 杜
順
 に
帰
す
る
と
 い
う
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
 た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
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し
れ
な
い
。
 

 
 

い
 。
そ
れ
は
「
 杜
順
 初
祖
 説
 」
に
関
し
て
で
あ
る
 "
 序
の
中
で
も
触
れ
た
が
、
 従
 

 
 

0
 間
頭
と
し
て
扱
わ
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
な
 が
ら
、
こ
れ
は
も
と
も
と
 別
 

 
 

 
 

 
 

ぬ
め
 問
題
で
あ
る
ぅ
。
 杜
 順
の
華
厳
初
祖
た
る
こ
と
は
 、
 明
ら
か
に
華
厳
宗
の
流
れ
を
く
む
人
た
ち
が
そ
う
 信
 じ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
 十
 
㈱
 

%
 
 分
に
成
り
立
ち
 ぅ
る
 。
華
厳
寺
に
お
け
る
 杜
順
 の
 全
 身
 塔
の
存
在
は
、
そ
の
端
的
な
証
明
で
あ
る
。
し
か
も
 第
一
次
資
料
た
る
 続
 高
僧
伝
㏄
 

存
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 杜
 煩
擾
 と
 さ
れ
た
の
は
、
こ
の
抄
出
流
布
か
ら
多
少
遅
れ
た
時
点
に
 お
い
て
で
あ
っ
た
か
も
 

㈲
 杜
 順
の
神
格
化
の
過
程
、
③
宗
派
意
識
の
形
成
か
ら
 

祖
統
 説
の
誕
生
へ
の
動
向
、
㈲
文
献
 
め
 改
変
や
著
者
名
 
恢
 

 
 

-
 
松
 -
 

め
て
提
唱
し
た
常
州
 鳩
 の
い
う
 
コ
 清
涼
時
代
」
が
 、
慧
 苑
 や
鷺
英
の
時
代
を
も
含
ん
で
 い
 る
と
思
わ
れ
る
点
も
 、
 右
の
推
定
を
助
け
る
も
 

の
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
な
お
残
っ
て
 い
 る
 。
そ
れ
は
、
 
抜
抄
 者
は
誰
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
  
 

そ
こ
で
、
筆
者
は
関
係
資
料
が
現
存
す
る
法
蔵
・
 彗
里
ぬ
 
・
 文
 超
な
ど
の
 
諸
師
 に
つ
い
て
、
か
れ
ら
の
抄
出
可
能
性
 を
 、
さ
ま
ざ
ま
の
 角
 

-
3
0
 

7
 ）
 

度
か
ら
考
察
し
て
み
た
。
例
え
ば
、
法
蔵
の
場
合
は
天
ム
 
口
 三
観
に
対
す
る
意
識
、
 
慧
 苑
の
場
合
は
彼
の
も
の
と
 田
 か
 わ
れ
る
湖
海
 頒
が
 義
天
 

録
 で
は
 杜
順
述
 と
さ
れ
る
点
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
 考
察
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
 も
具
 否
を
断
定
し
 ぅ
る
 

ほ
ど
の
強
力
な
証
拠
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
法
蔵
の
弟
 子
に
は
 慧
苑
 、
 文
超
 の
ほ
か
に
「
 
鐸
 々

た
る
者
」
だ
け
で
 も
宏
柑
 、
東
都
華
厳
 片
 

@
 
刊
 ）
 

智
光
、
荷
風
 寺
 宗
一
、
経
行
守
 慧
芙
 が
あ
り
、
そ
し
て
 「
 従
 学
す
る
も
の
実
の
如
し
」
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
 彗
だ
ぬ
 
を
う
け
、
 
梯
仙
に
 Ⅲ
 は
 

華
厳
を
授
け
た
 法
乱
 も
お
り
、
そ
の
他
、
華
厳
の
影
響
 下
 に
あ
っ
た
人
ま
で
加
え
る
と
、
き
わ
め
て
多
数
の
抄
出
 可
能
性
を
有
す
る
人
び
 

と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
 の
 誰
か
一
人
に
し
ぼ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
存
の
 資
料
に
よ
る
限
り
、
 
そ
 

れ
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
法
蔵
の
晩
年
か
ら
約
半
世
紀
の
間
に
 な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
抄
出
の
背
後
に
 、
 Ⅲ
天
台
観
法
に
対
 す
る
優
位
の
主
張
、
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で 不 こ 会 
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な 理 工 設 
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あ な 文 化 
ち い と を 
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え 親 っ 
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い さ こ 
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界 て よ 
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ハ
 
J
 ）
大
正
五
五
、
一
一
六
六
十
㌧
 

「
Ⅱ
）
秘
蔵
 宝
鎗
 
（
大
正
七
七
、
三
七
二
中
㌔
 

1
 」
澄
観
 ク
且
没
 仲
仕
に
つ
㌧
 
，
｜
 諸
臣
が
あ
る
が
、
今
は
 

 
 

っ
，
 -
 
。
 @
,
 

、
 由
 
・
 
"
.
 

曲
 -
 
ム
丘
 、
仏
祖
冊
妃
二
九
な
 Ⅱ
 -
 
号
 

 
 

  

塔
記
は
 、
華
厳
 哩
 談
余
 玄
 記
の
引
用
す
る
も
の
 

-
 王
統
一
 ｜
一
 
ニ
ー
一
 、
四
右
上
以
下
Ⅰ
：
咄
咄
 廿
聞
博
 
七
所
蔵
の
柘
ト
と
が
 わ
る
。
仕
者
は
そ
 

の
 伝
記
部
分
の
人
、
鎌
田
茂
 推
 
百
中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究
 
二
 
一
五
七
１
人
員
 
に
 収
録
さ
れ
て
い
る
，
 

（
㎎
）
 五
祖
 略
記
（
 卍
 統
一
 ｜
二
乙
｜
セ
ー
三
 、
二
七
六
百
）
 
に
ょ
 れ
ば
、
本
書
は
元
和
二
年
（
 八
 0
 七
）
に
南
原
玉
章
 皐
等
 の
た
め
に
 著
 わ
さ
れ
た
 

と
い
う
。
ま
た
本
書
の
表
題
は
「
法
界
玄
鑑
」
（
 %
 高
僧
伝
 
五
 ）
と
か
、
「
法
界
観
友
鏡
」
（
金
膏
 文
 九
一
九
）
な
ど
と
も
 呼
 ぱ
ね
た
よ
 
う
 で
あ
 

 
 

（
Ⅱ
）
 雲
援
寺
 和
尚
Ⅱ
 
兼
 法
門
道
具
等
目
録
（
口
金
工
、
四
三
 下
 ）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 毬
 ）
「
有
本
後
二
旬
人
柱
頭
」
（
大
正
四
五
、
六
八
一
下
）
 
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
澄
観
は
釈
 中
 で
こ
の
句
に
つ
い
て
 注
解
し
て
い
る
か
 

澄
観
自
身
の
注
釈
の
混
入
と
は
み
な
し
え
な
 

（
㎎
）
大
正
四
五
、
六
八
四
上
。
ち
な
み
に
、
こ
の
序
に
は
、
 何
の
資
料
に
よ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
法
界
観
 門
 著
作
 
の
 因
縁
が
述
 
ぺ
 わ
れ
て
 

い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
コ
 %
 仕
 順
 
，
 和
尚
、
 数
日
、
大
我
法
界
 之
 経
 世
 、
自
弁
 登
地
 、
阿
 能
 彼
某
 又
 、
見
 其
 法
 、
 吾
設
其
門
 
、
 

以
示
之
 。
 於
 定
着
法
界
観
」
（
 回
 、
六
八
三
十
㍉
 

（
 
初
 ）
円
覚
経
略
 
疏
 巻
末
に
付
す
。
 
卍
 統
一
 ｜
 
一
五
 ｜
 
Ⅰ
 

 
 

へ
れ
）
大
正
三
五
、
五
一
四
七
。
 

（
㌶
）
演
義
 抄
一
 0
 
 （
大
正
三
六
、
七
一
下
 
?
 セ
 三
上
㌦
こ
の
 ほ
か
、
晋
三
王
や
巻
 セ
 四
で
も
「
法
界
観
，
 一
 を
あ
げ
て
解
釈
 か
 -
 
進
め
て
い
る
。
 

（
㌍
）
妙
覚
 塔
記
 、
 宋
 高
僧
伝
五
等
。
な
お
、
演
義
 抄
 六
七
（
 大
正
三
六
、
六
 0
 
一
五
）
で
「
一
十
五
年
 
作
疏
 、
 至
 新
正
当
千
 我
 
-
 ヒ
 い
っ
の
は
、
 
経
 

疏
 執
筆
の
た
め
の
準
備
期
間
も
含
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

考
 

 
 

0
1
 ニ
 、
一
六
 
セ
 左
上
で
下
）
所
司
。
 

（
 
あ
 ）
大
正
五
五
、
一
一
四
六
 
中
 ?
 下
 。
 

 
 

 
 鰍

宛
 
）
 
続
 高
僧
伝
 九
 
（
大
正
正
 0
 、
四
九
 セ
下
 ）
。
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（
 
鶴
 ）
華
厳
経
伝
記
 
三
 
（
大
正
五
一
、
一
 -
 
八
三
十
Ⅰ
 

 
 

（
㏄
）
 回
 、
四
（
 回
 、
一
 -
 
ハ
 -
 
ハ
丁
Ⅹ
 

（
 
訂
 ）
 
高
峯
了
州
 
「
華
厳
経
に
現
わ
る
、
三
昧
」
（
仏
教
学
研
 究
二
 、
二
四
頁
 ド
同
 
「
普
賢
 行
 」
（
 龍
 谷
学
報
三
三
五
、
八
頁
 

 
 

普
賢
行
を
空
観
に
 よ
 る
菩
薩
道
の
身
 
託
 と
捉
え
る
（
「
普
賢
 行
 と
 空
観
」
 日
仏
 年
報
 三
 、
一
頁
）
。
ち
な
み
に
、
普
賢
 何
 の
 意
 床
 上
の
推
移
に
 
関
 

し
て
は
立
川
教
 信
 
「
普
賢
行
頭
思
想
の
発
展
史
的
意
義
」
（
 龍 大
紀
要
一
、
仏
教
学
論
纂
、
七
九
頁
以
下
）
参
照
。
 

（
㏄
）
裸
文
詞
一
六
（
大
正
三
五
、
四
 0
 
三
上
）
、
同
、
一
（
 同
 

一
 0
 
八
丁
㌔
 
智
 傲
は
普
賢
 行
 に
三
乗
 と
 一
乗
の
別
を
立
て
 

一
乗
の
普
賢
 行
に
離
 

世
間
 品
 
（
大
正
元
、
六
三
四
丁
 
f
 
五
 上
）
の
十
種
普
賢
 心
 ，
 十
 種
 普
賢
願
行
法
を
配
し
て
い
る
（
五
目
草
 四
 、
大
正
四
五
、
五
 八
 0
 中
丁
㌔
 

な
 

ね
 、
法
蔵
の
著
作
と
い
わ
れ
る
普
賢
観
行
法
門
（
王
統
一
 ｜
二
 １
ハ
 ｜
 一
所
収
）
参
照
。
 

（
㏄
）
 孔
 日
章
二
（
大
正
四
五
、
五
五
二
中
 モ
 

（
 
簗
 ）
五
十
 要
 問
答
 下
 
（
大
正
四
五
、
五
三
二
上
）
。
 

（
㏄
）
華
厳
三
昧
 章
 に
は
金
剛
 刻
 経
本
（
南
条
博
士
が
朝
鮮
で
 発
見
さ
れ
た
も
の
の
陰
文
 蔚
 に
よ
る
刊
行
本
）
 
と
 末
木
（
高
山
 寺
 所
蔵
、
三
宅
捷
雄
 氏
 

に
よ
る
筆
写
本
が
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
に
あ
る
）
の
二
本
、
 発
 菩
提
心
 章
 に
は
享
保
刊
行
本
（
正
統
お
よ
び
大
正
に
収
録
さ
 れ
る
も
の
 
て
車
 

保
 校
合
本
（
栂
尾
本
）
、
宗
性
書
写
本
（
結
城
令
聞
博
士
所
蔵
）
 

の
 三
本
が
現
存
す
る
。
 

（
㏄
）
撰
文
詞
一
 
二
 
（
大
正
三
五
、
三
四
七
千
 
@
 丁
Ⅱ
 

（
 甜
 ）
華
厳
経
伝
記
 
五
 
（
大
正
五
一
、
一
七
二
中
 
ヱ
 

（
㏄
）
大
正
 
五
 0
 、
二
八
一
 
七
 。
 

（
㏄
）
 回
 、
二
八
二
丁
ト
 

（
㏄
）
凝
然
 録
 
（
 日
 全
一
、
二
四
九
上
）
。
 

（
 
何
 ）
 
円
超
録
 
（
大
正
五
五
、
一
一
二
一
三
 中
 ）
、
 永
超
録
 
（
 同
、
 
一
一
四
六
上
）
 
こ
 も
に
、
 発
 菩
提
心
 章
 と
別
に
こ
れ
を
記
し
 @
 
 
 

（
 乾
 ）
通
路
 記
一
 
（
日
金
九
、
五
上
 て
 

（
㎎
）
法
界
 義
担
 
「
 日
 屯
田
井
 何
 、
比
 厳
 石
竹
用
 
下
 、
五
九
二
一
 -
-
 
一
 
@
@
 

（
 何
 ）
大
正
四
五
、
六
五
一
七
。
 

「
 め
 ）
大
正
五
五
、
一
一
四
六
上
。
 

「
 蝸
 ）
 
同
 、
一
一
二
二
一
下
。
 



（
 
好
 ）
石
田
茂
 作
司
 奈
良
朝
現
在
一
切
経
 琉
 目
録
 L
 九
六
頁
。
 

（
 
俺
 ）
 
智
俄
は
 乳
口
章
二
に
「
賢
首
足
切
立
 発
 菩
提
心
 章
 」
（
 大
正
四
五
、
五
四
九
上
 @
 千
）
を
立
て
て
い
る
。
 

（
 
め
 ）
大
正
四
六
、
九
八
 
セ
上
 ?
 人
中
に
収
録
さ
れ
る
。
 

（
㈲
）
円
珍
 録
 
（
大
正
五
五
、
一
一
 0
 正
巳
に
は
、
「
花
蕨
 

 
 

る
 ）
」
と
あ
り
、
澄
観
 

か
ど
う
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
水
越
 録
 
（
大
正
五
五
 
一
一
五
五
上
）
に
は
澄
観
撰
を
明
記
す
る
。
 

（
 
M
 ）
三
好
 鹿
雄
 氏
に
よ
る
筆
写
本
が
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
 に
 現
存
す
る
 0
 こ
の
書
に
は
、
常
盤
博
士
の
域
 文
 が
付
せ
ら
れ
 て
い
る
が
、
そ
れ
に
 ょ
 

る
と
博
士
は
、
こ
れ
を
華
厳
三
昧
 章
 と
発
菩
提
心
章
の
中
間
に
 位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
よ
さ
で
あ
る
 0
 し
か
し
、
そ
の
 内
容
は
 、
 ㈲
の
 孔
 

日
章
の
 引
 載
を
含
み
、
 発
 菩
提
心
 章
 と
は
あ
ま
り
一
致
し
な
い
 。
ま
た
、
法
界
観
 門
 と
の
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
も
な
い
。
 今
 は
こ
の
書
が
発
音
 

提
屯
章
 と
系
統
を
異
に
す
る
点
だ
け
を
記
し
、
詳
し
い
検
討
は
 

 
 

（
 
磁
 ）
判
定
訳
 
四
 （
世
統
一
 
｜
五
｜
 Ⅰ
八
三
左
上
㎡
 

（
㏄
）
大
正
三
三
、
五
五
二
上
。
 

（
 
ぬ
 ）
梵
網
経
菩
薩
城
本
坑
（
大
正
 
四
 0
 、
六
三
六
千
）
。
 

（
㏄
）
仏
祖
統
紀
三
九
（
大
正
四
九
、
三
六
四
上
）
。
 

（
㏄
）
演
義
 紗
 一
五
（
大
正
三
六
、
一
一
 @
 五
）
に
は
「
合
金
 身
 塔
花
長
安
南
華
厳
寺
、
事
跡
 頗
多
 、
別
伝
 云
 、
 文
珠
 化
身
」
 と
あ
り
，
ま
た
法
界
 玄
 

鏡
 
（
大
正
四
五
、
六
七
二
丁
）
に
は
「
 其
 製
作
人
名
徳
行
因
縁
 、
 具
如
 伝
記
」
と
記
し
て
い
る
。
当
時
、
 杜
 順
の
伝
記
が
す
で
 に
 存
在
し
、
文
典
 

化
身
 説
 が
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
確
認
 さ
れ
る
。
 

（
 
甜
 ）
鎌
田
茂
雄
コ
中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究
 
ヨ
 五
三
 r
 八
頁
 参
照
。
 

（
 
穏
 ）
浅
井
川
 肥
敬
仙
 銀
丁
 之
二
 
（
大
王
四
五
、
七
六
三
 
中
 ）
 の
 引
用
文
は
、
十
玄
 章
 な
る
著
作
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
 一
 乗
 十
玄
門
の
一
部
と
同
 

文
 で
お
る
。
 

考
 

 
 

（
㏄
）
宗
鏡
録
一
一
（
大
正
四
八
、
四
七
七
十
）
。
 

 
 

 
 

八
四
一
七
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 
、
天
 4
 
ロ
の
孤
山
智
門
（
九
七
六
 

 
 

 
 

界
 

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 

 
 

憶
あ
 ）宗
鏡
録
九
九
実
正
四
八
、
九
五
二
上
）
。
 

 
 



㏄
 @
 
曲
用
 り
桂
巾
 出
会
思
想
に
は
、
政
治
的
状
況
の
Ⅱ
映
が
 

 
 

H
 梢
 教
学
 
@
-
 
力
 っ
た
こ
れ
 

 
 

の
芭
織
 と
は
質
的
に
異
な
 モ
 と
し
て
も
、
 
涯
 厳
に
対
イ
二
，
山
武
 

  

 
 

ろ
 う
 こ
と
も
、
 
韓
 蔵
経
伝
 出
 に
お
け
る
華
厳
艮
一
 %
 卸
巳
朋
曲
 
-
 大
正
五
二
一
七
二
中
」
、
般
若
心
経
略
 
疏
 に
お
け
る
円
台
二
一
 観
の
批
評
的
紹
介
 
め
 

-
 
大
正
三
三
、
正
二
三
十
）
 
、
 亡
い
し
里
数
遠
の
法
政
簾
内
な
 -
 
ム
 ハ
戸
乱
い
Ⅰ
二
八
二
千
 
-
 な
ど
か
わ
 
推
 八
 @
 ぎ
 。
 
Q
 。
 

「
㏄
）
華
厳
梓
川
 四
 
（
大
正
三
五
、
Ⅱ
三
九
千
 
く
 

演
義
 妙
三
 八
二
八
正
三
六
、
二
九
二
丁
）
な
ど
。
こ
の
ほ
か
、
 

@
.
 

華
厳
Ⅲ
 拙
 
-
 乗
 ポ
 

-
 演
義
 抄
 

二
瓦
 白
 ：
「
華
厳
一
乗
 円
 @
.
 

小
 Ⅰ
「
 同
 、
二
こ
な
ど
と
も
 呼
 Ⅱ
。
 

へ
 ㏄
）
 
注
 法
界
観
 門
 
（
大
正
四
五
、
六
八
四
万
」
。
 

「
㏄
）
以
下
の
譚
 宗
 澄
夫
 は
 つ
い
て
は
、
柳
田
宅
 
山
 
「
初
潮
 祀
 

 
 

「
㏄
）
宇
井
伯
寿
司
第
二
弾
宋
史
研
究
 L
 
一
一
 0
?
 
四
頁
参
照
  
 

（
㏄
）
鎌
田
茂
雄
、
前
掲
 書
 、
三
七
五
 
?
 
四
 0
 
一
頁
。
 

（
㏄
）
鎌
田
茂
雄
「
 妄
尽
還
源
 観
の
思
想
史
的
意
義
」
（
南
都
 仏
教
 二
 0
 ）
 
一
 0
 頁
 以
下
。
 

（
 托
 ）
柳
田
聖
血
、
前
掲
 書
 、
一
四
三
 
具
 。
関
口
真
大
博
士
 は
 
「
牛
頭
 法
融
絶
観
 論
が
い
つ
し
か
達
摩
和
尚
 絶
観
 論
と
な
っ
て
 い
た
」
 し
 
Ⅰ
い
こ
 
フ
 （
口
達
 

磨
の
研
究
 
L
 三
 二
一
頁
）
。
 

（
 れ
 ）
鎌
田
茂
雄
「
道
教
々
理
の
形
成
に
お
 
ょ
 ぼ
し
た
仏
教
 
思
 想
の
影
響
」
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
三
一
）
二
三
 六
頁
。
な
お
、
 
苫
 同
義
 

豊
 
「
道
教
と
仏
教
 口
 第
一
、
二
二
 
0
 頁
 、
お
よ
び
福
井
康
 順
 
「
 道
教
の
基
礎
的
研
究
 L
 
一
六
四
頁
以
下
参
照
。
 

（
四
）
元
の
普
 瑞
は
 合
文
詞
 巻
亡
 一
七
（
 卍
 統
一
 ｜
 
一
二
ー
 三
、
 二
九
 0
 右
下
）
の
な
か
で
、
築
窯
 記
は
 つ
い
て
「
 此
 賢
首
功
 集
 、
 後
経
 修
飾
。
 至
 清
涼
 

時
 、
有
二
家
。
 
並
 賢
首
弟
子
」
と
の
べ
て
、
 

意
苑
と
慧
英
 を
あ
 げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
世
に
お
い
て
は
、
法
蔵
没
後
を
た
だ
 ち
に
清
沢
時
代
と
 

捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
B
 ）
 
旋
 猿
頬
に
関
す
る
詳
論
は
他
日
を
期
す
る
が
、
現
在
 ま
 で
 公
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
 旋
海
 頚
の
断
片
が
 
、
宗
鏡
録
 
四
 
（
大
正
 四
 

八
 、
四
三
五
虫
 下
 ）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
参
考
ま
で
に
 次
に
掲
げ
て
お
く
。
 

「
若
人
欲
 識
 真
空
理
、
身
内
真
如
遼
遠
 外
 、
情
 与
 非
情
 英
 
一
体
、
 処
々
 皆
同
 貢
法
界
、
不
離
 幻
色
即
見
空
 、
 此
即
 真
如
合
一
切
、
 

一
念
照
久
 於
 

多
劫
、
一
一
念
動
 収
 
一
切
、
聡
一
境
内
一
切
智
、
政
一
宮
中
 諸
 境
界
、
円
周
一
念
 観
諸
境
 、
一
切
 話
境
 同
時
会
、
一
切
智
 通
無
 皇
瑛
 」
 

（
 刊
 ）
法
蔵
和
尚
 
伝
 
（
大
正
正
 0
 、
二
八
五
。
 
3
 。
一
㍉
 



そ
教
 現
象
の
本
質
を
追
求
す
る
方
向
を
た
ど
り
、
叫
こ
 

0
 目
的
の
た
め
に
哲
学
的
研
究
（
現
象
学
的
及
び
解
釈
 

学
的
方
法
に
多
く
 
甚
 き
な
が
  

 

 
 

 
 

ぬ
 
ち
 ）
と
密
接
な
連
関
を
保
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
 
毛
 a
c
 
ゴ
 の
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
か
か
る
傾
向
に
立
 

 
 

知
之
・
の
む
卸
の
（
 

荘
 。
 
ヨ
 -
 
 
せ
 -
 
ロ
 -
 
Ⅰ
ゆ
の
甘
 

き
 -
 
 
ト
黒
 麓
 
の
 
拝
 円
目
 ゆ
串
 
e
r
-
 
 

つ
 鼠
の
口
 
の
 
の
江
田
・
 
目
 ，
 
め
 二
 %
 
よ
 -
 
 
捧
の
。
匡
が
 

ヨ
 も
 の
Ⅰ
卜
の
 
，
 
田
の
 
0
 
次
の
Ⅱ
侍
の
乃
 

根抵 

 
 

広
義
に
お
け
る
宗
教
学
の
研
究
分
野
に
お
い
て
、
そ
の
 

母
 科
学
や
姉
妹
科
学
に
よ
っ
て
 
肩
 ら
さ
れ
た
成
果
を
何
ら
 
か
の
統
一
的
な
方
法
 

的
 基
盤
に
立
っ
て
全
体
的
な
連
関
の
下
に
組
織
化
し
よ
 

，
 
つ
 と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
以
来
既
に
久
し
い
。
こ
の
 

傾
 向
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
 

を
 中
心
と
し
、
そ
の
周
囲
の
国
々
の
学
者
及
び
そ
の
 

影
 響
 を
つ
け
た
人
々
の
間
に
見
ら
れ
る
が
、
か
か
る
研
究
 

方
 何
 が
現
わ
れ
て
き
た
 
背
 

景
 に
は
り
 と
ト
ト
小
 

@
 
Ⅰ
 
+
 
）
が
Ⅱ
 
卜
 う
よ
う
Ⅰ
に
、
（
 

l
 
、
 
-
 宗
教
史
学
派
と
称
 せ
ら
れ
る
人
々
を
中
心
と
す
る
一
群
の
研
究
者
に
よ
る
 

対
 家
 領
域
の
過
度
の
特
殊
 

化
と
細
分
化
及
び
そ
れ
に
伴
 
う
 宗
教
の
全
体
的
把
握
の
 
欠
如
な
ど
の
弊
害
が
反
省
さ
れ
、
就
中
原
理
的
に
は
歴
史
 

主
義
的
観
点
へ
の
批
判
 

が
 含
ま
れ
て
い
た
。
か
か
る
事
情
の
下
に
宗
教
の
組
織
 

的
 研
究
は
 、
け
 複
雑
多
岐
に
わ
た
る
宗
教
現
象
を
統
一
的
 

に
 理
解
す
る
た
め
に
 
宗
 

聖
の
経
験
と
そ
の
 

 
 

ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
 

根
抵
 

１
 0
 所
論
を
め
ぐ
っ
て
 

華 

園
 

聴 

麿
 



こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
彼
の
具
体
的
な
研
究
成
果
に
即
し
 て
い
え
ば
、
宗
教
の
本
質
的
特
質
で
あ
る
塑
性
の
基
本
的
 内
容
を
感
情
分
析
を
通
 

し
て
規
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
諸
宗
教
の
具
体
的
現
象
 と
 照
合
し
な
が
ら
宗
教
史
の
組
織
的
研
究
に
発
展
せ
し
め
 

「
宗
教
史
に
お
け
る
 

（
 
4
 ）
 

証
に
 託
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
普
遍
性
 と
 必
然
性
が
確
保
さ
れ
、
同
時
に
前
の
二
つ
の
方
法
も
そ
の
 理
論
的
根
拠
を
得
る
。
 

に
い
え
ば
、
聖
の
観
念
を
根
 抵
 と
す
る
現
象
の
類
型
学
 約
 分
類
を
多
く
は
目
指
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
か
 か
る
学
説
史
的
連
関
に
 

お
い
て
、
オ
ッ
ト
ー
の
聖
に
関
す
る
所
論
を
取
上
げ
、
 そ
 0
 間
頭
点
を
吟
味
し
た
い
。
 

本
題
に
入
る
前
に
予
め
こ
の
小
論
で
取
扱
 う
 主
題
を
限
 定
 し
て
お
き
た
い
。
オ
ッ
ト
ー
の
聖
に
関
す
る
研
究
は
哲
 学
的
、
心
理
学
的
及
び
 

歴
史
的
方
法
に
基
い
た
体
系
的
観
点
か
ら
成
立
っ
て
 い
 る
 。
こ
の
こ
と
は
彼
の
 
"
 パ
 曲
コ
（
ず
の
 

汀
 l
 づ
二
の
Ⅰ
 

s
c
 

ゴ
 の
力
 0
 
口
内
（
 

0
 コ
 の
 
ロ
ゴ
 
臣
 0
 の
 
0
 で
す
～
の
・
 

"
 

の
づ
 0
q
 
ま
 。
臣
に
お
け
る
彼
の
宗
教
研
究
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
 の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
宗
教
の
隼
㏄
の
の
品
目
 
（
む
ヨ
 
由
 。
 
ず
オ
 の
二
幅
 

3
 ぴ
 
の
 

こ
れ
を
彼
は
宗
教
の
本
質
と
い
う
を
経
験
的
 事
実
の
中
か
ら
求
め
る
た
め
に
自
己
の
宗
教
的
意
識
乃
至
 経
験
（
と
く
に
彼
の
場
 

合
 に
は
宗
教
的
感
情
）
を
観
察
・
分
析
し
、
そ
こ
に
 宗
 数
 に
と
っ
て
猫
目
な
要
素
を
見
出
す
宗
教
心
理
学
的
方
法
 か
ら
出
発
し
、
さ
ら
に
 

こ
の
要
素
を
宗
教
史
の
具
体
的
事
実
に
照
ら
し
て
検
証
 し
 、
そ
れ
と
の
類
似
現
象
を
比
較
考
察
し
な
が
ら
補
い
 且
 つ
 深
化
し
、
諸
々
の
 宗
 

教
 現
象
を
そ
の
歴
史
に
即
し
て
展
開
過
程
や
段
階
に
従
 っ
て
整
理
し
、
そ
の
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
歴
史
的
方
法
 に
愛
つ
が
れ
る
。
そ
し
 

て
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
宗
教
的
事
実
 が
 人
間
性
の
中
に
必
然
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
 を
 立
証
す
る
哲
学
的
論
 

い
る
点
で
あ
る
。
特
に
オ
ッ
ト
ー
が
そ
の
著
 
，
 し
お
 
出
 の
田
窓
 "
 に
お
い
て
試
み
た
聖
の
性
質
規
定
が
、
各
研
究
 者
 自
身
に
よ
っ
て
独
白
 

（
 
3
-
 

に
 増
補
削
除
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
何
ら
 か
の
形
で
そ
の
基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
 る
 。
そ
し
て
方
法
論
的
 

名
 を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
 多
く
が
所
謂
宗
教
史
を
専
門
分
野
と
し
、
比
較
宗
教
学
に
 携
わ
る
人
々
で
あ
る
と
 

い
う
こ
と
が
 
毛
 a
c
 
甘
の
指
摘
を
裏
付
け
て
い
る
で
あ
ろ
 つ
 。
 

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
研
究
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
 出
 
小
我
現
象
の
本
質
規
定
と
し
て
「
 聖
 
（
Ⅰ
が
の
 

円
ご
 癬
の
）
」
 の
 概
念
を
採
用
し
て
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聖の経験とその 根低 

    註 
    2  1       
  
  

    

  

  
のの 

づ一 

  

ワ 勾   
象 

    
  77 (5%:) 

集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
問
題
の
焦
点
を
こ
こ
に
 

合
 わ
せ
、
聖
の
成
立
の
場
面
を
開
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
 

田
ひ
 

,
 
 
 
-
 
（
 
（
 
ノ
 
6
 
-
 
。
 
）
 

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
は
、
オ
ッ
ト
ー
の
聖
の
概
念
が
 以
上
の
如
く
彼
自
身
の
研
究
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
後
 0
 人
々
に
と
っ
て
も
 

極
め
て
重
要
な
基
点
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 他
方
に
お
い
て
は
そ
の
宗
教
哲
学
的
操
作
に
つ
い
て
 種
 々

の
問
題
点
を
提
起
し
 

て
い
る
し
、
ま
た
彼
自
身
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
首
尾
一
 質
 し
た
主
張
が
保
た
れ
て
も
い
な
い
。
と
く
に
聖
の
客
 観
 性
と
対
象
性
を
主
張
 

す
る
傾
向
と
聖
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
と
の
間
に
は
 多
 く
の
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
多
く
 の
 批
判
も
ま
た
こ
こ
に
 

類
似
と
並
行
の
法
則
。
 
一
 を
導
き
出
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
 0
 基
礎
づ
け
と
し
て
カ
ン
ト
、
フ
リ
ー
ス
の
批
判
主
義
的
 認
識
論
 

教
 経
験
の
成
立
条
件
を
究
明
し
ょ
う
と
す
る
。
か
か
る
 総
合
的
な
試
み
を
オ
ッ
ト
ー
白
身
ど
の
程
度
完
成
さ
せ
た
 か
を
 こ
 

価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
に
あ
げ
た
人
々
が
 オ
 ッ
ト
 ー
の
聖
の
概
念
を
何
ら
か
の
形
で
自
己
の
学
説
に
と
  
 

に
、
 彼
の
か
か
る
研
究
方
向
を
も
明
白
に
 、
 或
い
は
 暗
 々

裡
に
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
特
に
聖
 の
 概
念
 

学
的
な
組
織
化
を
試
み
る
問
題
傾
向
は
オ
ッ
ト
ー
自
身
 が
 晩
年
最
も
力
点
を
置
い
た
分
野
で
あ
 っ
た
 

。
（
 

5
 ）
 

の
 立
場
か
ら
 宗
 

こ
で
正
し
く
 
評
 

て
い
る
と
同
時
 

に
よ
っ
て
類
型
 



（
 
4
-
 

表
 わ
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ッ
ト
ー
は
よ
り
一
般
的
な
形
 

-
3
-
 

に
お
い
て
こ
の
対
象
の
性
質
を
聖
（
 %
 安
⑧
と
す
る
。
 
従
っ
て
具
体
的
に
は
い
 

て
 成
立
つ
こ
と
を
前
提
 し
 、
そ
の
関
わ
り
の
場
を
宗
教
 経
 験
の
領
域
に
置
き
、
こ
こ
に
 墓
 い
て
神
的
な
る
も
の
の
 非
八
口
理
性
、
即
ち
そ
の
 

（
 
2
 ）
 

特
殊
性
乃
至
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
宗
教
の
 基
本
的
構
造
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
 

こ
の
神
的
対
象
は
さ
し
当
っ
て
有
神
論
的
な
形
態
の
宗
教
 に
お
い
て
は
、
 
神
 
（
の
 
0
 （
手
色
（
）
と
し
て
種
々
の
概
念
 に
よ
り
そ
の
性
質
が
 

を 教 観 
も に 念 オ     
っ な に ッ 6  5 

    
て い お ト   
い て け l 
る 宗 る の 
こ 教 非 宗   
と 的 合 教 
を 対 理 研 
明 家 内 究 一 
も と な の 一 

カ )  し も 一 
に て の つ 

NO の、 立てする 及び   
こ， ら そ そ 
と れ の し 

で て 合 て 

あ い 理 最   
つ る 的 も 

@ Ⅰ   つ 根本 神佑円た （Ⅰ） なも   
的な目 換言す なもの のとの 0 自刃 ヰ " 目 さ ダヰ 記に 概 
れ の 関 的 
ば 観 係 は 

  
    不俳に、 教内つそ   

  
が 容 い の   @ すへ 小のた す 柏意 
か 及 て 主 

    
    

臣 二毛の 

      
  す 武 こ 

神 の が し   る み に 

的 性 示 ギ 
ヰ幅   
  み る   

僖思 ; 田 年抹   
よ 老 -         

の な よ ， 
円才の 

  
何 要 う の 

  
ら テ苧 ミ @c  百事 吋 

    
        題   

  
の 即 具     
形 ち 休       
で 非 的 神   0 合 的 

し ㏄ 

    
関 理 歴 な   
わ 的 史 る 下臣   

    
り な 的 も   
と 要 な の づ山 の ． 

    
し 泰 宗 の 
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て
 
C
 ヨ
 3
 日
経
⑧
の
み
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
 
、
 そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
㈹
 

聖
は
宗
教
心
理
学
、
即
ち
宗
教
的
意
識
の
自
己
観
察
 
以
 /
@
 

外
 こ
ま
な
い
。
 

１
（
 5
-
1
 

従
っ
て
宗
教
を
外
に
現
わ
れ
た
姿
に
お
 
い
て
外
か
ら
（
 
く
 
0
 二
の
申
 
擾
の
コ
レ
円
 

 
 

 
 

-
 
Ⅱ
 -
 

 
 

対
黛
 の
 
目
ぎ
冨
 総
目
註
及
び
 
C
 巨
の
お
 ぺ
仁
コ
 

宙
は
 、
結
 居
 、
自
己
 の
 ボ
教
経
験
、
 
オ
 

  根
 

な
く
、
た
だ
論
じ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
と
し
て
 

 
 

く
し
て
、
 
各
 白
の
心
に
お
い
 

抵
 

そ
れ
故
に
宗
教
的
対
象
の
こ
の
非
合
理
的
な
様
相
は
紺
 
円
盤
 コ
の
 
（
が
で
あ
っ
て
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
定
義
 づ
 け
ら
れ
る
も
の
で
は
 

な
 概
念
で
は
な
く
、
全
く
異
質
な
も
の
を
包
含
し
た
 

綜
 

 
 

教
の
宗
教
た
る
所
以
を
 

シ
ア
語
の
ぎ
 釜
 0
 の
う
 

的
な
も
の
と
は
無
縁
で
 

で
は
包
み
切
れ
な
い
こ
 明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
 聖
 と
い
う
舌
口
薬
 
に
 該
当
 す
る
古
代
 語
 、
た
と
え
ば
 へ
 ブ
ル
語
の
口
 ゅ
年
 
o
s
c
 

下
ギ
 

 
 

テ
ン
語
の
の
 ゅ
コ
 
ユ
仁
の
（
よ
り
適
切
に
は
の
お
の
Ⅱ
）
は
 

元
 来
 こ
の
非
合
理
的
余
剰
の
み
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
て
 道
 徳
 

 
 

（
 
旨
日
ぎ
 。
お
）
と
い
う
概
念
は
 、
 専
ら
事
と
い
う
こ
 と
 

 
 

っ
て
聖
の
概
念
は
そ
れ
自
体
分
析
的
（
 斡
養
 年
ヰ
 の
 
n
r
 
）
 

（
 
ス
 
8
 
）
 

概
念
に
付
随
す
る
他
の
す
べ
て
の
要
素
、
即
ち
非
合
理
 的
 要
素
以
外
の
す
べ
て
の
合
理
的
要
素
を
差
引
い
て
み
 る
 

（
 
ヨ
ぎ
拐
 ）
こ
と
が
 宗
 

か
な
る
形
の
も
の
で
あ
れ
、
宗
教
的
対
象
は
聖
な
る
も
 の
 
（
山
傍
出
の
日
 
堺
 ）
と
し
て
規
定
さ
れ
、
こ
の
里
佳
（
 宙
 臼
 ト
田
ぬ
 

オ
 の
 円
 
（
）
こ
そ
め
示
教
 

に
と
っ
て
固
有
な
本
質
的
特
質
で
あ
る
。
「
或
も
の
を
 "
 聖
方
と
し
て
認
識
し
承
認
す
る
こ
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
 宗
教
的
な
領
域
に
お
い
 

（
 
り
 
5
 ）
 

て
の
み
現
わ
れ
る
独
特
の
評
価
で
あ
る
。
」
と
オ
ッ
ト
 ｜
 は
い
う
。
 

と
こ
ろ
で
 聖
 と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
は
、
 

そ
の
根
本
に
お
い
て
合
理
的
に
 、
 即
ち
概
念
的
に
説
明
 で
き
ぬ
要
素
を
も
っ
 

て
い
る
。
合
理
的
理
解
の
及
ば
な
い
、
或
い
は
そ
れ
か
 ，
 
ら
は
み
出
し
た
余
剰
（
 已
サ
の
 
Ⅱ
の
。
 

す
由
捷
 

-
6
 

）
 
）
が
そ
こ
に
あ
る
。
 

聖
は
概
念
と
し
て
の
 聖
 

以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
余
剰
、
 即
 ち
 合
理
的
理
解
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
の
非
合
理
的
 な
ユ
 
@
 つ
 
め
 
（
守
の
 H
 （
（
 

a
t
 
中
一
 

（
 
7
 ）
 

0
 コ
 田
の
）
が
実
は
聖
と
い
う
こ
と
の
本
質
的
な
部
分
な
の
 

で
あ
り
、
宗
教
の
独
自
な
性
質
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
 
る
 。
従
っ
て
 
聖
 と
い
う
 



ナ 。 @ 性 つ く を ユ 

と
も
あ
れ
か
か
る
方
法
で
捉
え
ら
れ
た
宗
教
的
対
象
、
 即
 ち
 聖
な
る
も
の
の
様
相
は
周
知
の
よ
う
に
、
 

目
 せ
ゑ
耳
三
日
㎡
Ⅰ
の
 ヨ
 の
二
 
%
 け
ヨ
 

-
3
 

2
 ）
 

-
 
㌍
 @
 

h
u
 

の
り
 

ぎ
ギ
 の
即
ち
畏
怖
す
べ
き
も
の
 
宜
お
 の
。
 
す
 p
E
 

の
～
 

づ
 0
 ）
）
の
）
と
し
て
身
震
い
や
 
戦
 快
感
を
引
起
し
、
接
近
を
拒
 召
 し
、
自
己
の
存
在
 

-
4
 

リ
 
セ
 
）
 

（
吐
り
）
 

無
み
す
る
よ
う
な
 竺
辻
鼠
コ
的
 9
 乙
 
な
も
の
、
 

日
 ど
の
の
（
が
 

の
 な
も
の
、
圧
倒
的
な
力
を
も
つ
も
の
、
日
常
的
な
も
の
 と
は
異
質
的
な
「
 全
 

（
 
6
 
2
 ）
 

他
 の
も
の
（
 隼
鋪
 
ゆ
め
コ
 
N
 
 
ン
已
の
（
の
）
」
、
「
全
く
見
慣
れ
ぬ
 
も
の
（
守
の
き
の
 0
 三
 3
 
 ㏄
の
 

h
n
n
 

日
年
の
 ）
」
、
し
か
も
他
方
 
に
お
い
て
は
、
引
き
 

（
 
酊
 ）
 

け
る
も
の
（
落
ま
㌶
の
 
お
 の
 コ
き
日
 ）
 
p
n
 
下
 ト
コ
 N
p
 

の
下
の
 

コ
 宙
の
の
）
 

、
 
魅
す
る
も
の
（
弓
の
総
 ぎ
 p
n
q
 
の
手
し
で
あ
り
、
拒
否
的
 
な
 性
質
と
魅
惑
的
な
 

（
 
8
 
2
 ）
 

-
9
 

2
 ）
 

質
 と
い
う
矛
盾
的
な
も
の
が
対
立
的
に
調
和
し
て
い
る
、
 他
者
的
な
も
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
オ
ッ
ト
ー
に
よ
れ
ば
か
か
る
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
 様
相
の
規
定
は
そ
の
も
の
の
厳
密
な
定
義
で
は
な
い
。
 そ
 れ
は
た
だ
心
に
映
じ
 

ま
ま
の
姿
を
、
そ
れ
に
類
似
し
た
り
、
ま
た
対
照
的
に
 異
 る
も
の
を
通
し
て
記
述
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
 

ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 ゼ
 そ
の
も
の
は
あ
く
 

-
 
㎎
 -
 

-
 
袖
 ）
 

口
の
三
の
。
い
の
守
ゴ
の
さ
、
図
式
（
 

ぎ
 二
の
日
神
）
と
し
な
が
ら
 そ
の
非
合
理
的
な
核
心
へ
と
迫
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
 こ
れ
は
人
間
の
側
か
ら
 

宗
教
的
対
象
へ
迫
る
ギ
リ
ギ
リ
の
線
で
あ
ろ
う
。
換
言
 す
れ
ば
 神
 自
体
に
お
け
る
神
の
姿
で
は
な
く
し
て
、
あ
く
 ま
で
も
人
間
の
経
験
に
 

ね
 し
 
、
 て
 捉
え
ら
れ
た
神
の
姿
の
追
求
で
あ
る
。
 

・
・
 
、
 

（
ー
 

-
2
 

@
 
ぬ
 -
 

対
す
る
合
理
的
な
も
の
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
に
 す
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
自
然
的
・
合
理
的
な
も
の
を
解
釈
 
記
号
（
田
の
 0
 め
 Ⅱ
㏄
日
日
・
 

か
く
し
て
オ
ッ
ト
ー
に
お
い
て
は
、
聖
な
る
も
の
は
そ
 0
 本
来
的
な
部
分
に
お
い
て
合
理
的
理
解
を
拒
否
し
 、
た
 だ
 宗
教
経
験
、
即
ち
 

宗
教
感
情
に
お
い
て
了
解
さ
れ
る
。
こ
の
聖
な
る
も
の
 の
非
 ム
コ
 
理
 的
な
様
相
、
即
ち
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
様
相
は
類
推
 及
び
類
似
的
表
現
に
よ
 

っ
て
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
感
情
と
 類
似
し
た
感
情
、
或
い
は
そ
れ
と
典
型
的
に
対
照
的
な
 他
の
感
情
従
っ
て
 

-
 
Ⅰ
 
l
 
1
 
）
 

そ
れ
は
宗
教
以
外
の
領
域
で
の
感
情
、
 

ヰ
臼
 お
す
な
生
 活
 場
面
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
点
で
自
然
的
感
情
 、
さ
ら
に
非
合
理
的
に
 

求 
さ 

  
る 

  
で 

あ 

る Ol6 （   

(534) 

観
察
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
 内
 か
ら
の
観
察
、
即
ち
宗
教
経
験
乃
至
感
情
そ
の
も
の
に
 基
 い
た
内
面
的
把
握
が
要
 

80 



聖の経験とその 眼抵 

註
 （

 
1
 
）
こ
の
こ
と
は
の
 己
，
け
 
お
っ
で
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 
2
 ）
こ
の
点
に
お
い
て
オ
ッ
ト
ー
の
出
発
点
と
し
た
具
体
的
 
宗
教
は
有
神
論
的
宗
教
で
あ
っ
た
。
 

（
 
4
 ）
し
耳
・
 ，
の
 ・
 の
 

（
 
3
 ）
 
し
由
 ・
 
，
の
 ・
）
 

（
 
5
 ）
 

窪
 . 宗
教
的
対
象
を
そ
の
性
質
の
上
か
ら
 笘
 
り
の
出
生
 田
 の
と
し
て
規
定
し
、
の
っ
（
（
や
年
 ぎ
巨
 （
ぜ
と
い
っ
た
伝
統
的
 
名
称
か
ら
解
放
し
て
、
 

宗
教
の
比
較
研
究
の
基
礎
に
置
こ
う
と
し
た
の
は
お
そ
ら
く
の
 の
 Ⅰ
の
Ⅰ
 

ヴ
ざ
ヨ
ネ
 Ⅰ
 あ
乙
 リ
 ラ 。
 

（
 
8
 ）
 
己
ヴ
宙
 

（
 
7
 ）
 
し
下
 ・
・
の
・
の
 

（
 
6
 ）
し
耳
・
・
の
・
の
 

（
 
9
 ）
 
し
由
 ：
田
り
 @
0
 ・
 勾
 0
 サ
の
ぺ
あ
 

0
 ョ
の
ヨ
一
 （
 オ
は
，
づ
 す
の
再
キ
 
旧
 0
 コ
 0
 （
（
 プ
 
の
の
め
 ヨ
 @
 
荻
の
 P
 
Ⅰ
（
Ⅰ
の
り
 
P
 
之
の
 
セ
く
ぺ
 0
q
 
ガ
，
后
ソ
ト
臣
 

0
l
 Ⅰ
 車
 Ⅰ
）
 ネ
こ
 
@
@
 ハ
 
ツ
 -
@
 
と
を
 示
 

し
た
 0
 
な
お
彼
の
場
ム
ロ
の
聖
の
観
念
は
社
会
集
団
内
で
の
行
動
 

を
 規
制
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
的
価
値
と
見
ら
れ
て
い
る
よ
 ぅ
 で
あ
る
。
ま
た
 

の
 （
 
@
@
@
 

）
 
ぬ
 
@
q
 

（
）
 

-
0
 
@
@
@
 

（
 一
口
 u
@
 

の
ノ
ン
 
-
@
 

ぬ
 
@
 
ぺ
 
@
 ）
 
@
@
@
 

）
 R
4
@
@
 

の
 ハ
 Ⅱ
 
ぃ
 
0
 （
（
 
@
@
 

の
 
杯
ハ
 

-
D
w
@
 

）
（
）
 

n
@
 

（
 
あ
 ・
 ト
め
 
一
り
一
一
 

い
，
 ダ
ナ
ヒ
コ
 ・
 
-
 Ⅰ
の
 
も
ぃ
田
 ・
の
 ト
め
つ
 

1
 ト
 の
 
p
.
,
 オ
日
ぎ
 ㊤
の
：
ぎ
め
刃
ロ
 

参
 照
 。
 

（
は
）
 け
出
 ・
・
 
卯
 
Ⅱ
 

（
 
u
 ）
 
し
ヱ
 ・
・
 
ダ
ド
 

（
Ⅱ
）
 
し
出
 ・
・
ダ
 ウ
 

尖
 Ⅱ
）
Ⅱ
 ど
年
 

（
は
）
し
目
：
 

縛
 
Ⅱ
 の
 

（
 
巧
 ）
 
本
 Ⅰ
 勾
ワ
 ・
 り
づ
 

（
㎎
）
し
の
 C
.
.
 や
収
 ㏄
 
曲
 ・
「
三
田
 ざ
コ
 の
 
オ
ヒ
 
コ
ミ
 T
 す
 
の
し
の
 ヰ
ぃ
宇
 （
亡
臣
 

幅
 の
 
毛
色
 お
 
（
外
か
ら
の
観
察
）
 
と
 
ま
の
 日
 0
 哩
の
臼
の
い
 0
 年
 a
c
 
ア
 （
亡
臣
 

幅
 の
 
圭
ゑ
 お
 
（
内
か
ら
の
 観
 

察
 ）
と
の
区
別
を
参
照
。
な
お
オ
ッ
ト
ー
に
お
い
て
は
宗
教
理
 解
の
前
提
と
し
て
自
己
の
宗
教
経
験
を
置
い
て
お
り
、
 患
 春
期
 の
 感
情
や
消
化
 不
 

良
の
不
快
感
は
感
じ
得
て
も
、
宗
教
的
感
情
を
感
じ
得
な
い
も
 の
は
宗
教
を
理
解
し
得
な
い
と
い
う
 
G
 出
 ・
，
 
P
 免
 ）
。
し
か
 し
こ
の
場
合
、
 
そ
 

の
 宗
教
経
験
は
特
定
の
宗
教
ま
た
は
宗
派
の
そ
れ
を
要
請
し
て
 い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
が
宗
教
的
と
名
づ
け
る
と
こ
ろ
の
 経
 験
 で
あ
り
、
宗
教
 

経
験
を
前
提
し
て
宗
教
を
扱
 う
 彼
の
立
場
か
ら
い
え
ば
当
然
で
 あ
ろ
う
。
さ
ら
に
宗
教
を
宗
教
経
験
以
外
の
も
の
か
ら
説
明
し
 た
り
、
基
礎
づ
け
 

る
の
で
は
な
く
、
宗
教
経
験
自
体
に
お
い
て
そ
の
確
実
性
と
真
 理
性
を
も
保
証
し
よ
う
と
す
る
の
が
オ
ッ
ト
ー
の
根
本
的
意
図
 と
 思
わ
れ
、
宗
教
 

史
 を
扱
 う
 際
に
も
そ
の
こ
と
が
最
も
強
調
さ
れ
（
し
の
 

C
.
,
 

押
田
 

目
し
、
ま
た
彼
の
認
識
論
的
な
手
続
ぎ
も
こ
の
線
で
進
め
ら
れ
 
 
 

 
 

う
 な
態
度
は
、
い
わ
ば
「
事
象
か
ら
」
を
 標
拷
 す
る
現
象
学
的
 方
向
に
近
い
と
い
え
よ
 う
 。
ま
た
「
だ
か
ら
人
は
そ
の
宗
教
的
 発

達
の
ど
の
段
階
 
勒
 

 
 

に
い
よ
う
と
も
、
つ
ね
に
そ
し
て
は
じ
め
か
ら
他
の
す
べ
て
の
 経
験
世
界
か
ら
根
本
的
に
区
別
さ
れ
た
、
そ
し
て
こ
の
経
験
 世
 界
か
ら
解
 き
明
さ
 

（
 

 
 

れ
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
を
理
想
化
し
て
得
ら
れ
る
の
で
も
な
 く
、
 
全
く
別
に
た
だ
そ
し
て
専
ら
宗
教
的
作
用
に
よ
っ
て
し
か
 近
 
づ
け
な
い
と
こ
Ⅱ
 

ま
で
も
自
己
の
感
情
の
中
で
し
か
理
解
さ
れ
得
な
い
。
 



（
 
お
 ）
 し
由
 ：
中
り
 べ
 （
 

「
 
ぬ
 ）
 し
宙
 ・
・
 
卍
 ㌍
 用
 

（
㌍
）
し
笛
：
四
ト
㏄
 

（
 
銭
 ）
 し
由
 ：
が
 ト
肚
 

-
 
祝
し
し
 由
 ：
 絆
ト
い
 

一
 
・
㌘
）
 し
出
 ・
。
中
ト
 
り
自
 

（
 
0
 
-
 
。
 ）
 し
出
 ・
・
 
雙
ぃ
笘
 

（
 
杓
 ）
㍉
坑
内
 沖
 乱
り
他
門
柱
 ヒ
 仙
丹
 牲
は
 つ
い
て
は
既
に
末
 戸
ク
 （
 
ぃ
 「
の
（
（
・
の
 

ヨ
目
 キ
府
す
口
 
八
 。
 ん
 乙
の
（
の
 

コ
お
 説
で
指
摘
さ
れ
 ィ
 
」
い
る
 0
 （
 
円
ゴ
 
0
 （
 
ジ
す
偉
｜
 

ヨ
り
 
二
の
 
・
ト
っ
へ
ヨ
 

三
ぃ
 ハ
 ㏄
 叶
ヰ
の
ヨ
ヨ
 

-
 
ヨ
 E
 ヨ
ヰ
 。
 ヰ
ヨ
 
（
 
る
巨
 0
 （
 オ
目
哩
 。
 
二
戸
（
 0
 
す
 ぎ
（
 曲
 「
 刃
 臼
田
 

@
0
 

ヲ
ま
 ㌃
の
の
 

コ
 の
 
0
 
す
 い
 （
（
・
）
の
 

っ
 
の
・
 
ヮ
 ・
 
P
 
㏄
 
っ
宙
 
）
オ
ッ
ト
ー
も
 ま
 

（ 10 乙 

  
  

20  17   
も が ら 

） つ 

で の 

- の を 
、 そ 宗つ っるとミ理てゴ           

神の教 い 」 ラ 

と @ Ⅰ 

Ⅰ , と     
耳元 
ぎは 

汀す 窯べ - 

  

ミ三   

  

す確、 
べ 実、 

ぎ な、 
い が る と 井杓 い 似則 で 真、 

あ 理、   ろ で 

教中 歴 。 的 の 合 と 張 
更 に 史 （ 2 週的のⅡ   ある。 ぅ 。   せこ 。 

P 神いヤ の 原 ら 由 ， l お ゴ 性似 ヨ れ 
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（
 
l
,
-
 

l
 

望
 

的
な
も
の
そ
の
も
の
に
衝
き
当
る
と
い
う
こ
と
に
な
 っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
心
的
事
実
に
全
 く
 反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
。
 

83  
 

織
 
推
論
に
よ
っ
て
 、
 即
ち
私
が
依
存
し
て
い
る
と
い
，
 
っ
 こ
と
に
、
私
の
外
に
あ
る
 或
 原
因
を
つ
け
加
え
て
考
え
 る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
 神
 
㈱
 

-
8
-
 

い
て
の
（
 ぺ
 0
 コ
 ）
、
ま
た
は
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
前
で
の
（
 づ
 0
 （
 ）
感
情
で
あ
り
、
実
在
感
（
 
零
簿
 %
 安
 叩
堺
卸
 三
）
で
 あ
り
、
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 は
 

客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 で
あ
る
。
 

-
9
 
）
 

こ
の
よ
う
に
オ
ッ
ト
ー
は
感
情
の
客
観
連
関
性
並
び
に
そ
 れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
客
観
性
を
強
調
 し
な
が
ら
、
シ
ュ
ラ
 

イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
感
情
誼
、
即
ち
宗
教
の
本
質
を
絶
 対
 依
存
感
と
定
義
づ
け
た
こ
と
を
次
の
如
く
批
判
す
る
。
 
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
 
ツ
 

（
 
0
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

ヘ
ル
の
定
義
の
第
二
の
誤
り
は
、
彼
が
依
存
感
・
・
 
，
 
：
 と
い
 う
こ
と
で
宗
教
的
感
情
そ
の
も
の
の
固
有
の
内
容
を
規
 定
 し
ょ
う
と
す
る
こ
と
 

抵
 

 
 

根
 
で
あ
る
。
そ
 
う
 す
る
と
直
ち
に
そ
し
て
何
は
と
も
あ
 れ
宗
教
的
感
情
は
自
己
感
情
（
の
の
ぎ
 
降
 1
 音
富
三
）
 、
い
 う
 な
れ
ば
私
自
身
が
独
特
に
 

 
 

 
 

て
い
る
と
い
う
感
情
と
な
る
だ
ろ
う
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
 マ
ッ
 ヘ
ル
に
よ
れ
ば
一
つ
の
 

  

 
 

-
 
せ
 
：
 ）
 

し
て
、
自
己
の
外
に
あ
る
 或
 実
在
の
対
象
の
感
情
で
あ
 る
 。
」
。
従
っ
て
オ
ッ
ト
ー
に
よ
れ
ば
 ヌ
 
ミ
ノ
ー
 ゼ
 
の
 感
 情
 と
は
「
ま
ず
第
一
に
 

 
 

（
 
5
-
 

そ
し
て
直
接
に
私
の
外
に
あ
る
 或
 対
象
に
関
わ
る
」
も
 の
で
あ
り
、
 

ヌ
 
ミ
ノ
ー
 ゼ
 
と
は
こ
の
対
象
の
性
質
を
指
し
 示
す
。
 
ヌ
 
ミ
ノ
ー
 ゼ
 
の
 

（
 
6
-
 

（
Ⅰ
 

1
 ）
 

感
情
は
関
係
の
感
情
（
口
の
 z
 山
の
 
ゴ
ぢ
コ
ぬ
 の
。
幅
の
 

ト
む
ヨ
 ）
で
あ
り
 、
客
体
と
連
関
し
て
お
り
（
 0
 三
の
ニ
占
 毬
 。
 的
目
 ）
で
あ
 り
、
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 
に
 つ
 

（
 
2
 ）
 

-
 
Ⅰ
 
u
 
）
 

構
成
で
も
な
い
。
そ
れ
は
客
体
に
通
じ
て
い
る
も
の
で
 あ
り
、
情
緒
的
性
格
を
も
つ
表
象
内
容
で
あ
り
、
「
一
種
 の
 自
己
感
情
で
は
な
く
 

6
 と
オ
ッ
ト
ー
は
い
う
。
即
ち
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
は
 単
な
る
主
観
的
な
状
態
で
は
な
く
、
ま
た
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
 諸
相
は
単
な
る
主
観
的
 

た
目
ぃ
ぺ
 
の
（
 
ャ
の
 見
解
に
注
目
し
て
い
る
 6
 コ
 ・
 
，
 の
に
。
 卜
コ
き
 
 
 

一
 一
 

（
 
l
l
 

）
 

と
こ
ろ
で
上
述
の
 ヌ
 ミ
ノ
 一
ゼ
の
 諸
相
は
「
客
観
的
な
 、
 私
の
外
で
感
じ
ら
れ
た
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 そ
の
も
の
」
の
 
毛
捲
 
と
毛
乙
で
あ
 



@
4
-
 

l
 

の
 無
価
値
感
、
自
己
否
定
の
感
情
で
あ
る
。
か
く
し
て
め
 
ホ
教
 経
験
の
墓
木
杓
構
造
は
、
ま
ず
客
観
的
な
 ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 

り
 、
そ
れ
は
 ヨ
 y
s
 
（
の
㍉
 

ぎ
 五
 
%
0
 ヨ
目
ぎ
ヨ
 ゑ
や
 お
ぎ
 曲
 拐
 
と
し
て
の
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
意
識
で
あ
り
、
そ
こ
か
 ，
 
 
 

卑
小
さ
 、
 空
し
さ
の
意
識
と
し
て
の
被
造
物
感
（
 木
 （
の
 
が
 ぎ
 Ⅰ
 
ぬ
 0
%
 三
）
が
出
て
く
る
、
と
オ
ッ
ト
ー
は
見
る
。
 

そ
れ
故
に
オ
ッ
ト
ー
は
次
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
 非
合
理
的
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 が
示
唆
さ
れ
得
る
と
主
張
す
る
 

ゼ
 ）
自
身
は
ま
さ
し
く
非
合
理
的
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
 概
念
に
お
い
て
明
示
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
 そ
  
 

呼
び
起
す
特
殊
な
感
情
反
応
に
よ
っ
て
の
み
示
唆
さ
れ
 得
る
。
げ
そ
れ
は
人
間
の
心
を
こ
れ
こ
れ
の
感
情
の
 
調
 

だ
か
ら
こ
の
 
げ
 こ
れ
こ
れ
の
 "
 感
情
の
調
子
を
我
々
は
 再
び
、
そ
れ
と
関
係
の
あ
る
感
情
を
並
べ
た
り
、
 対
昭
 
 
 ゼ

の
 実
在
の
意
識
が
あ
 

そ
れ
に
対
す
る
自
己
 の
 

。
「
そ
れ
（
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 

が
体
験
す
る
心
の
中
に
 

子
で
襲
い
動
か
す
 "
 。
 

た
り
し
て
暗
示
し
な
け
 

さ
れ
、
そ
の
起
源
の
全
く
別
 

感
情
を
基
点
と
す
る
推
論
か
 

次
 的
な
最
も
直
接
的
な
も
の
 

る
の
で
あ
る
。
絶
対
依
存
感
 

（
Ⅱ
 

リ
 
）
 

い
 。
即
ち
そ
れ
は
 ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 

（
 
2
 
l
 ）
 

な
 源
泉
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
。
つ
ま
り
 オ
 ッ
ト
 ー
に
よ
れ
ば
、
神
的
な
も
の
の
実
在
は
自
己
の
 

ら
 確
か
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
感
情
の
中
で
直
接
 に
 確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
宗
教
的
感
情
の
第
一
 

で
あ
る
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
は
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
了
解
で
あ
 
り
 、
そ
こ
に
お
い
て
神
的
対
象
の
様
相
が
示
さ
れ
 

と
は
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
第
二
次
的
な
自
己
感
情
で
あ
 り
 、
主
観
的
な
そ
の
影
で
あ
り
、
反
射
に
す
ぎ
な
 

ゼ
の
 絶
対
的
優
越
性
の
感
情
（
の
ぎ
の
の
ま
 
巨
お
 三
の
 り
オ
 
（
 
ま
コ
コ
 
俺
の
（
 C
 す
め
ユ
 
の
 盤
き
臼
ヱ
 
か
ら
叩
か
れ
る
 臼
己
 

さ
ら
に
「
自
分
が
 "
 依
存
し
て
い
る
と
感
ず
る
 打
 と
い
，
 つ
こ
と
を
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
 "
 自
分
が
制
約
さ
 れ
て
い
る
と
感
じ
る
 "
 

こ
と
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
彼
の
「
の
の
 
ゴ
 む
つ
小
日
む
目
 コ
 年
い
 き
臼
 （
 
ロ
コ
ゆ
 」
の
項
目
で
全
く
首
尾
一
貫
し
て
 
"
 依
存
性
 "
 
と
い
う
こ
の
要
素
を
 

 
 

展
開
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
 "
 依
存
性
 "
 の
反
対
は
 、
 
即
ち
神
の
側
で
は
因
果
性
、
即
ち
す
べ
て
の
原
因
性
、
 よ
り
正
し
く
は
す
べ
て
 

を
 制
約
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
 要
素
は
 、
 我
々
が
礼
拝
の
時
の
 げ
 敬
虔
な
感
情
み
に
注
目
 す
る
際
に
見
出
す
最
初
 

の
も
の
及
び
最
も
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
 妻
 素
 は
ま
た
そ
れ
自
身
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 で
は
な
く
し
て
、
 
そ
 め
 
げ
図
式
 打
 に
す
ぎ
な
 

 
 

い
 。
そ
れ
は
何
ら
非
合
理
的
な
要
素
で
は
な
く
し
て
、
 全
 く
 神
の
観
念
の
合
理
的
側
面
に
属
し
て
お
り
、
概
念
の
 中
で
は
っ
き
り
と
展
開
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賄
 

理
由
の
下
に
か
く
い
わ
れ
る
の
か
が
問
題
に
さ
れ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
オ
ッ
ト
ー
の
い
う
宗
教
 
哲
学
と
は
か
か
る
問
題
の
解
 

そ
明
を
任
務
と
す
る
の
で
あ
る
そ
こ
で
ま
ず
 ヌ
 ミ
ノ
 
｜
ゼ
の
 感
情
の
 
レ
咄
ざ
 （
 
ぎ
 瞠
の
間
題
か
ら
吟
味
す
る
  
 

（
Ⅳ
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

験
 

 
 

 
 

 
 

（
 
3
 ）
 し
宙
 ・
 
，
 P
 り
べ
レ
コ
ヨ
 
・
 
P
 

（
つ
り
）
し
の
 

C
.
 

。
 仏
ツ
ハ
こ
 

㏄
 ぃ
べ
 

聖
 

（
 
1
 ）
 円
 レ
イ
 

円
 
・
。
の
Ⅰ
の
 

さ
て
オ
ッ
ト
ー
が
こ
の
よ
う
に
宗
教
経
験
 

口
 客
観
連
関
 性
を
感
情
の
特
質
に
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
が
 

い
 

 
 

の
上
で
主
張
さ
れ
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
 

ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 ゼ
 と
は
主
観
的
に
い
え
ば
宗
教
的
な
経
験
の
内
容
を
構
 

成
す
る
モ
メ
ン
ト
で
あ
 

り
 、
客
観
的
に
は
主
観
を
超
越
し
た
威
容
管
的
な
 

、
堺
 ㏄
の
 
コ
 の
（
 

曲
口
往
 

目
の
下
な
実
在
の
性
質
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
 

は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
 

経
験
の
領
域
で
問
題
と
な
る
、
 
否
 、
問
題
と
さ
る
べ
き
 
事
柄
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
か
か
る
宗
教
経
験
が
成
立
っ
た
 

め
に
は
ど
の
よ
う
な
 
条
 

件
 乃
至
理
由
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
そ
 

の
 経
験
が
宗
教
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
 

き
、
い
か
な
る
必
然
的
 

れ
ば
 な
ら
な
い
し
、
ま
た
同
時
に
象
徴
化
さ
れ
た
表
現
 で
 ゴ
 
共
鳴
さ
せ
る
よ
う
 

，
 
n
 
@
 
@
5
-
 
/
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
。
 

て
 

っ
て
オ
ッ
ト
ー
の
い
う
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 と
は
対
象
そ
れ
自
体
で
は
な
い
し
、
 主
 ㈹
 的
 状
態
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
宗
教
経
験
に
お
い
て
 主
 ㈹
 に
そ
れ
と
し
て
受
取
ら
 

れ
た
客
観
で
あ
る
。
か
く
見
る
点
に
お
い
て
オ
ッ
ト
 ｜
 は
お
 凹
ず
 （
 目
な
 、 客
穏
 上
 捲
 的
な
立
川
，
に
立
と
う
と
 
し
て
お
り
、
主
刑
の
 経
 

験
 に
お
い
て
上
紺
を
超
越
し
た
客
観
を
追
求
し
よ
う
と
 す
る
。
こ
の
こ
と
は
補
遺
と
し
て
出
版
さ
れ
た
，
 レ
け
 
（
 
の
 
ド
 ド
ド
の
・
年
の
の
 

之
仁
 
～
）
）
 

-
 
コ
 o
 の
の
 

ヴ
の
 
（
（
の
曲
の
コ
年
 

"
 の
 序
文
で
次
の
如
き
明
確
な
 奴
述
 を
得
 る
 。
「
事
実
上
は
 "
 対
象
 "
 そ
の
も
の
が
…
…
こ
の
舌
の
 依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
 

も
の
で
あ
る
。
こ
の
対
象
を
見
出
す
た
め
に
自
己
省
察
 の
方
法
が
利
用
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
事
柄
の
省
察
へ
と
進
む
 の
で
あ
る
 ピ
 、
「
我
々
 

は
 今
や
事
柄
の
経
験
を
み
る
の
で
は
な
く
し
て
、
事
柄
 そ
の
も
の
を
み
る
の
で
あ
り
、
一
心
不
乱
に
な
っ
て
事
柄
 そ
の
も
の
の
本
質
に
入
 

り
こ
み
、
そ
の
 
下
 （
こ
と
諸
要
素
と
を
解
き
ほ
ぐ
す
の
で
 
あ
り
、
今
や
我
々
は
の
の
的
の
乙
 
宙
コ
目
の
 N
o
 彊
 で
あ
 っ
て
、
も
は
や
お
こ
 び
下
 

@
 
騰
 -
 

サ
の
 
z
0
 

的
の
 

コ
 で
は
な
い
。
」
。
 



、
、
、
 

な
 、
無
条
件
に
純
粋
な
理
念
や
感
情
と
全
く
同
じ
で
あ
 っ
て
、
カ
ン
 

（
 
3
 ）
 

の
ま
ま
そ
れ
ら
に
も
あ
て
は
ま
る
」
と
い
う
意
味
に
お
 い
て
、
カ
ン
 

カ
ン
ト
が
す
べ
て
の
経
験
に
先
立
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
 ア
プ
リ
オ
リ
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
の
下
目
 ぎ
 （
 
ぃ
 
（
 
び
 （
と
そ
の
権
利
を
主
 張
 す
る
。
 

な
も
の
に
よ
る
励
起
や
刺
激
以
前
に
、
ま
た
そ
れ
な
く
 し
て
生
ず
る
 ト

 が
 け
 純
粋
概
念
 "
 と
尊
敬
の
 "
 純
粋
 ガ
 感
情
に
与
え
 た
 特
徴
が
そ
 

ト
の
 ア
プ
リ
オ
 リ
 の
概
念
が
適
用
さ
れ
る
。
し
か
も
 オ
 ッ
ト
 ー
 ま
、
｜
 

な
 認
識
を
経
験
成
立
の
根
 抵
に
 置
い
た
と
全
く
同
じ
よ
 ，
 
っ
な
 意
味
で
 

即
ち
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
は
「
世
俗
的
及
び
感
覚
的
所
 与
や
経
験
的
 

の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
中
で
、
そ
の
間
で
生
ず
 る
 。
し
か
 

（
 
り
乙
 

）
 

｜
は
 カ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
 と
 名
づ
け
る
の
で
 あ
る
。
そ
れ
ほ
「
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
諸
要
素
と
そ
れ
に
 応
ず
る
感
情
は
合
理
的
 

な
 意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
原
理
的
な
意
味
で
そ
う
 

 
 

か
く
し
て
か
か
る
 ヌ
 
ミ
ノ
ー
 ゼ
 
の
 
0
q
 俺
 ぎ
の
 由
 （
 沖
 %
 
を
 オ
  
 

廿青 に 
カ 3  % 亘ユ ユ 住人 

ら 立 上 （ ・ ノ弛 1 ハ二 0 ・ て Ⅰ トノ寸 ・ ll Ⅰ へ l Ⅰ （ l 上 U ハ （ り l   
け し の 

発 た 如 
展 も き 

し の ヌ       

                  四 
の ば の   
で は 感 き ．の やそ 
も ら 廿 奉事 潟 点 ㌔ の 
な ぬ が   

巨 ・ つ 

依 
存 

くと " 主 本来 

質 張 的   （ 5 ） （ ） 1 6 ぎミ ㏄ コ ㏄ 感がと し て、 、 ） ， 1 卜 2 （ ） 8 
的 す に 

ホ教 独 る に 。 め   士、 不 "   
特 「 的   教 、 P  p 
な ヌ な 的、 ヱご いの・ い 惑 ・ ッ ㏄ つ @ 卜 

感 
本ミ 源 / ,t き 

情 @ つアづ が 
約 l で 

      
な ゼ あ     
感 の る   特 
情 感 こ   

  
色 

で 情 と つ 

あ ほ か     
    ら り、他の 、 @   

771 ） l エ へ ル （ 13 ） れ い て （ ）） 96 ハ 

  
C. 刃 しの 木門 誤 のし っ " 下 ないこ ・ ロヴ色         

主我     ぃ 曲 ヱ Ⅰ の ・ Ⅱ 

そ尋 ， 盾 核 
し る の   
か 感 根 を衝 

異質 

性 

も 情 源   
そ で も   見 

  落 

れは     

時 地 本 
    
    

間 の 来 
のり 

  
的 感 的   

(5 ㎎ ) 86 



聖の経験とその 根抵 

も 体 と べ れ l は れ て し 感 l 
こ 験 は て " か ゼ な " い 完 て 覚 ゼ 

0 本くのい行法る 。 ）則。 教 軽 い経の る 験感     ぎな 或もは 自オ り れて 目的 ミノ して いて ト ー 的な き出 プ リ 感情 

ヌ は も さ オ形㎏ 

的 或 

コ隼 位置 摸索 一て、し @ こ ある 味 の 開 っ 
ま @ 

や る っ 。 づ に 
渇 こ の オ け 具 
望 と 目 ッ ら 備 
に で 的 ト れ さ て て の 根 

、 あ 論 オ 、 が 源   ｜こ 即 る 的 @ る 。 ⑬ ） ね た @ ッ 他 練 も 粋 の 
ち 。 沃 よ 恰 も ト か 一 価 埋 む 或 走 れ も の 、ら ｜ % らの１ 的に 力 ， 性 方 すの ） の   ヌ 変 精 油 」 申 

を に なさ 的な教に り、 素質 のす 立し ミノ 化で 成さ キ ヒ 日   

87  (5@) 

（
 
9
@
-
 

-
7
 
）
 

そ
の
も
の
の
最
も
深
い
認
識
の
根
拠
」
と
し
て
の
の
の
の
）
 
の
コ
ゆ
 
（
 け
コ
宙
と
 名
づ
け
ら
れ
る
。
自
然
的
、
合
理
的
な
も
 の
は
そ
こ
か
ら
 ヌ
 ミ
ノ
 

と に し 
し 単 そ 
て に れ 
の 触 は 

ヌ ミ 発こ され @ り れてノ｜力 、 ，（ 5 
ゼ 」 @ り、 

生ずる の感情 働くと 

  は こ の 
他 ろ で 
の の は 

よ 力 

自 然 「 よ く   
  
通し く異つ 乞 能力」 @6@ 

  
も プ も     
と り で 

を な あ   
す を こ 

るもの o  っ目 せ " し " " 

  
あ 従て 

  
エ るもの「ののの）の ]  二 メ 九日 



と
な
る
。
し
か
し
類
似
感
情
は
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
 感
帖
が
 発
現
す
る
契
機
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
源
泉
で
は
な
い
 故
 に
 、
や
が
て
押
し
退
け
 

  

-
 
四
 -
 

ね
 、
宗
教
経
験
、
即
ち
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
 盛
忙
が
 成
立
す
 る
 。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
れ
を
 
誘
尭
 し
た
 抑
似
 感
情
と
結
 び
つ
き
、
具
体
的
な
表
出
 

@
 
八
り
 

つ
 
o
 
）
 

の
ぎ
の
す
 コ
ぬ
 
（
 
仁
コ
 
色
は
観
念
及
び
感
情
形
成
の
源
泉
で
あ
 り
 、
「
外
部
か
ら
の
刺
激
に
よ
り
、
或
い
は
内
部
か
ら
 
の
 自
己
の
圧
力
に
 

衝
動
、
即
ち
宗
教
的
衝
動
と
な
り
 

 
 

そ
れ
は
暗
中
摸
索
し
な
が
ら
、
求
め
て
止
ま
ざ
る
空
想
 的
な
表
象
形
成
に
お
い
て
、
 

つ
れ
 

り
 立
て
る
よ
う
な
理
念
の
産
出
に
お
い
て
、
さ
ら
に
 自
 己
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
且
つ
そ
の
発
生
源
で
も
あ
る
 暗
私
 な
理
念
の
根
 

@
l
l
 

2
 ）
 

-
2
-
 

2
 

開
展
に
よ
っ
て
切
ら
か
と
な
る
」
と
こ
ろ
に
宗
教
の
歴
 史
的
展
開
を
貫
く
経
糸
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
の
宗
教
的
素
質
 は
 精
神
の
隠
れ
た
深
み
に
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
 時
 機
を
得
て
人
間
 

伸
生
活
の
中
に
現
わ
れ
て
、
そ
れ
以
後
は
た
だ
そ
こ
に
 

 
 

経
験
に
よ
っ
て
 覚
 よ

り
 

 
 

抵
の
 

 
 

ま
さ
 

な
 "
 
 （
感
情
ハ
リ
）
 

る
も
の
で
あ
り
、
 

認
識
で
 

同
時
に
 

@
8
 
）
 

あ
る
。
」
。
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 即

ち
素
質
は
非
合
理
的
な
 ヌ
、
、
、
 

を
め
ぐ
る
諸
観
念
が
産
み
出
さ
 れ / 

｜
ゼ
の
 、
し
か
も
感
情
に
よ
る
認
識
の
 

@
 
㎎
）
 

る
 源
泉
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。
素
質
 づ
 た

め
に
配
置
さ
れ
 

け
ら
れ
た
も
の
と
 て

あ
 

し
て
 

傍宅 Ⅴ こ 白り て 
知 素 と 認 諾 
覚 質 を 識 認 

ズか み 烹 黒 石ト と 

  
ま よ か ロ オ 

  ット 侍 た ー b ， 詔 うな 認識 る Ⅱ ヰ 0 コ コ （ は再 得 れ 識の その 已も 

ず 出 も " び 

" 発 の 素 
Ⅴ 点、 を 即 質 

態 で は ち を 
覚 あ じ れ 次 
  り め 暗 の 

知 、 か 税 ょ 
寛 げ ら な う 

的 涼 感 謝 に 
な 泉 清 明 定 
も ガ 的 さ 義 
の で に れ す 
み あ も な る 

とは り " つ て認 い。 「 
何 或 い 識 " 
の い る 刀 ヌミ 

関 は こ を 質 
わ れ と 獲 " 
り 理 を 得 と は裁 もな 念 の 意味 する 

ぃ 根 す た 々 

の場合 限り、 " 抵 で 従 る。 罷 めに 

あ っ 力 さ し 結局る。 当 てか が与 

げ こ か え っ 

ア め る ら て 

プ 根 煮 れ は 
リ 抵 味 て   
オ は で い 感 
リ 感 の る ，清 

上 衝、 
し め 動、 
か る と 

も も な 
こ の り 

の で 得 
よ あ る 

もの @ うこる 。」（ 7- Ⅰ   

  
  
素質 

自 

身 
ま @ を 

超 
  え 
  て 
    
  層 
ゼ は 
    
  き 

'@   
の し 

  
泉 そ 
と の 

  目 

て 標 
ミ ラ了   
識 

を 
見 

肯旨 つ 
カ   
を   
既 る 

@ こ と 

  き 

え @ こ 

て は 
    
る め 

て 

  動 
  き 

し を 

(542)@ 88 



聖の経験とその 根抵 

-
5
 

ひ
 
2
 -
 

ら
れ
、
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
は
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 に
ふ
さ
わ
 し
い
観
念
を
自
ら
求
め
、
形
成
し
て
い
く
。
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
 感
情
は
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 

と
し
て
示
さ
れ
る
 対
 衆
の
認
識
と
し
て
、
他
の
感
覚
的
 確
信
や
感
憤
と
は
質
的
に
興
っ
た
も
の
を
含
み
、
当
初
は
 感
覚
知
覚
的
な
も
の
、
 

 
 

即
ち
自
然
的
な
類
似
感
Ⅲ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
を
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
と
 解
釈
し
評
価
す
る
が
、
し
か
し
高
い
段
階
 に
な
る
と
空
想
的
な
表
 

-
 
六
 
2
 
v
 
）
 

出
に
お
い
て
現
わ
れ
た
も
の
を
、
超
世
界
的
な
も
の
と
 し
て
独
特
の
意
味
内
容
を
も
っ
た
対
象
及
び
存
在
と
し
て
 定
立
す
る
。
こ
こ
に
 ヌ
 

ミ
ノ
ー
 ゼ
 を
め
ぐ
る
観
念
の
形
成
、
産
出
が
行
な
わ
れ
る
 。
宗
教
の
歴
史
と
は
、
オ
ッ
ト
ー
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
 非
合
理
的
な
 ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 

-
 
為
 -
 

-
 
四
）
 

ゼ
の
 感
情
が
合
理
的
な
観
念
に
よ
っ
て
充
実
さ
せ
ら
れ
、
 新
し
い
内
容
が
付
加
さ
れ
て
、
綜
合
的
な
賓
辞
が
 
形
 成
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
 

（
㏄
 
-
 

る
 。
 

以
上
の
如
く
、
オ
ッ
ト
ー
に
お
い
て
は
、
宗
教
経
験
の
 依
っ
て
立
つ
根
株
は
 ア
 プ
 リ
オ
 り
な
も
の
と
し
て
立
て
 
，
 
ら
れ
た
素
質
に
置
か
 

ね
 、
こ
の
素
質
の
中
に
 ア
 プ
 リ
オ
 り
な
認
識
と
し
て
の
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
が
措
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
感
情
 と
は
非
合
理
的
な
 ヌ
ミ
 

ノ
ー
 ゼ
 の
把
捉
能
力
で
あ
る
。
こ
こ
に
 ア
 プ
 リ
オ
 り
の
 独
 特
の
解
釈
と
感
情
の
認
識
論
的
論
証
を
自
己
の
哲
学
の
 中
心
課
題
と
し
た
 ブ
 リ
 

@
 
㏄
 @
 

｜
ス
と
 オ
ッ
ト
ー
と
の
力
法
論
上
の
結
合
点
が
あ
る
。
 

以
 下
 、
当
面
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
検
討
し
た
い
。
 

フ
リ
ー
ス
も
ま
た
経
験
の
認
識
論
的
理
由
づ
け
を
企
画
し
 、
カ
ン
ト
と
同
様
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
確
立
を
意
 図
し
た
 0
 フ
リ
ー
ス
 

は
ア
 プ
 リ
オ
 り
な
認
識
を
現
実
の
認
識
（
経
験
）
の
 基
 底
 に
あ
っ
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
理
性
の
活
 動
 と
み
な
し
、
一
つ
の
 

心
理
的
な
作
用
と
考
え
た
。
た
と
え
ば
二
点
間
の
最
短
 距
離
が
直
線
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
暗
黙
の
う
ち
に
（
 直
 接
に
 ）
知
っ
て
お
り
、
 

道
を
急
い
で
通
る
と
き
に
は
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
し
、
 因
 果
 律
の
認
識
を
も
日
常
生
活
の
中
で
無
意
識
の
う
ち
に
 判
断
や
行
為
の
尺
度
と
 

 
 

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
す
べ
て
の
理
性
的
人
問
 は
 数
 半
的
認
識
も
形
而
上
学
的
認
識
を
も
同
じ
よ
う
に
 
臼
 己
 の
う
ち
に
も
っ
て
 
い
 

 
 
 
 

て
 、
そ
れ
を
無
意
識
の
う
ち
に
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
 る
 
行
 
@
3
 

。
 」
。
従
っ
て
か
か
る
経
験
に
先
立
っ
て
あ
る
 ア
 プ
 リ
 オ
 り
な
認
識
を
自
己
 竹
の
 

 
 

察
 
（
 
ぴ
の
 
）
 
ヴ
 の
ま
 毬
ぎ
コ
 年
月
）
に
よ
っ
て
意
識
化
す
る
こ
 と
ポ
 そ
し
て
そ
れ
と
経
験
的
認
識
と
の
相
異
を
反
省
す
る
 

 
 

-
2
@
 



学
的
人
性
 学
 
（
で
 
目
 （
 
0
 の
 
0
 つ
 三
の
 り
ゴ
 
の
中
 コ
 （
 
ゴ
 q
0
 
つ
 0
-
0
 

性
 ⑧
 
で
 あ
っ
て
 、
 彼
に
よ
れ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
は
単
に
 ア
 ポ
ス
テ
リ
 オ
リ
 に
 証
示
 

さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
証
明
を
要
し
 な
い
も
の
で
あ
る
。
 
@
4
-
3
 

か
か
る
 ア
 プ
 リ
オ
 り
な
認
識
は
経
験
的
認
識
に
先
立
っ
 て
お
り
且
つ
そ
れ
よ
り
も
深
く
理
性
自
体
の
中
に
具
わ
っ
 て
い
る
故
に
根
本
誌
 

（
㏄
）
 

 
 

め
 独
立
し
て
直
接
に
働
く
が
故
に
直
接
的
認
識
（
 旨
ヨ
ぎ
 ヰ
 
0
 ぃ
 
す
笘
 
Ⅰ
の
 已
 Ⅱ
 
ガ
の
コ
コ
田
コ
ヲ
 

の
）
 

と
も
名
づ
け
ら
れ
る
。
「
そ
れ
は
理
性
の
内
面
に
隠
れ
 て
い
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
且
 つ
 暗
黙
の
う
ち
に
理
性
 の
根
 抵
の
上
に
構
た
わ
 

り
 、
し
か
も
理
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
自
身
に
も
完
全
 に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
 :
.
 
こ
の
認
識
は
安
 ら
い
で
い
る
。
そ
し
て
 

人
間
が
経
験
を
し
、
そ
れ
を
判
断
に
お
い
て
云
 い
表
わ
 し
 始
め
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
い
わ
ば
自
ら
動
き
出
し
、
 し
か
も
再
び
そ
の
人
目
 

（
 
つ
 
3
 
7
 
）
 

身
に
と
っ
て
は
さ
し
当
り
全
く
意
識
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
 知
 覚
 の
た
め
に
 浮
び
 上
っ
て
く
る
」
も
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
我
々
の
認
識
は
カ
ン
ト
的
立
場
で
い
え
 ば
 

感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
感
覚
の
多
様
 な
 素
材
が
カ
テ
ゴ
リ
 

-
 
㏄
）
 

１
 の
下
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
つ
。
フ
リ
 ｜
ス
 は
か
か
る
認
識
の
構
造
論
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
 し
か
し
感
覚
的
素
材
が
 

カ
 テ
コ
リ
ー
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
と
き
に
、
同
時
に
力
 -
 
ア
 。
コ
リ
ー
そ
の
も
の
が
図
式
化
さ
れ
て
、
制
限
さ
れ
、
 

狭
 め
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
 

（
 
囲
 
@
 -
 

し
、
 
「
 ヵ
テ
ゴ
リ
ー
 
自
体
は
、
図
式
化
さ
れ
制
限
さ
れ
 た
 形
に
お
け
る
よ
り
も
、
よ
り
普
遍
的
で
広
範
囲
な
も
の
 で
あ
る
」
と
し
て
、
 
彼
 

の
い
う
ア
プ
リ
オ
 リ
 な
根
本
認
識
に
お
い
て
は
、
カ
テ
 コ
リ
ー
は
そ
の
十
全
な
形
の
ま
ま
で
適
用
さ
れ
る
と
み
な
 し
 、
カ
ン
ト
の
次
の
言
 

葉
 、
「
感
性
に
お
け
る
図
式
の
本
務
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
 実
在
化
す
る
こ
と
に
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
図
式
は
 ま
た
 カ
 テ
コ
リ
ー
そ
の
 

 
 

を
 悟
性
の
外
に
あ
る
（
即
ち
感
性
に
存
す
る
）
条
件
だ
け
 に
 制
限
す
る
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
我
々
が
か
か
る
制
限
的
条
件
 を
 放
棄
す
る
と
し
た
ら
、
我
々
は
今
ま
で
制
限
さ
れ
て
い
 た
 概
念
を
拡
大
す
る
こ
 

 
 

 
 

枠
 な
意
味
を
取
戻
し
て
、
感
性
の
一
切
の
条
件
に
関
わ
 り
な
く
、
あ
る
が
ま
 

と
こ
よ
。
 こ
 

 
 

ま
の
 物
 
一
般
に
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
 て
 感
性
に
お
け
る
図
式
は
物
を
そ
の
現
わ
れ
る
ま
ま
に
 表
 示
す
る
と
と
を
止
め
、
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生
理
念
は
Ⅰ
の
 富
 と
は
さ
し
当
っ
て
何
の
関
わ
り
 も
も
た
す
、
せ
い
ぜ
 ぃ
 知
的
好
奇
心
の
対
象
で
し
か
あ
り
 得
な
い
 0
 従
っ
て
理
念
が
真
 
兜
 

（
 
g
U
 

4
 ）
 

（
 
何
 ）
 

時
間
の
制
約
の
下
に
成
立
っ
自
然
主
義
的
世
界
像
に
対
 し
て
、
理
念
的
認
識
（
 乙
 。
目
の
卑
 汀
目
ミ
す
 ）
と
し
て
 、
事
物
を
そ
の
必
然
性
 

と
 普
遍
性
に
お
い
て
認
識
す
る
高
次
の
叡
智
的
世
界
像
 を
形
成
す
る
。
 
ヵ
ン
ト
 の
二
律
背
反
に
示
さ
れ
た
 ニ
 つ
の
 世
界
像
は
か
く
の
如
き
 

（
亡
し
）
 

4
 

世
界
像
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
認
識
の
二
重
構
造
を
承
 誌
 し
て
は
じ
め
て
二
律
背
反
が
解
決
さ
れ
る
。
 

か
く
し
て
フ
リ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
経
験
的
認
識
は
理
 金
的
認
識
の
不
十
分
な
制
限
さ
れ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
 け
ら
れ
る
。
し
か
し
 

（
 
6
-
 

4
 

我
々
有
限
な
る
人
間
の
認
識
は
、
結
局
、
感
性
の
制
約
 の
下
に
し
か
あ
り
得
な
い
故
に
、
か
か
る
理
念
的
認
識
は
 直
接
に
は
表
現
さ
れ
 得
 

（
 
7
 
4
 ）
 

ず
 、
た
だ
経
験
的
認
識
の
否
定
形
に
お
い
て
語
ら
れ
 得
 る
に
す
ぎ
ず
、
形
而
上
学
的
認
識
に
体
な
ら
な
い
。
そ
こ
 で
 理
念
と
し
て
、
事
物
 

（
㎎
 
-
 

・
普
遍
的
本
質
と
し
て
立
て
ら
れ
る
も
の
は
、
 

実
は
経
験
的
認
識
と
の
類
比
に
お
い
て
、
思
惟
に
よ
っ
 て
 立
て
ら
れ
た
も
の
に
 

（
 
胎
り
 
）
 

外
 な
ら
ず
、
冷
た
い
形
式
的
な
形
而
上
学
に
す
ぎ
な
い
。
 そ
れ
は
不
可
視
的
な
も
の
、
感
覚
に
よ
っ
て
把
捉
せ
ら
 れ
な
い
も
の
の
確
信
 と
 

し
て
信
仰
（
⑧
口
目
す
の
）
 
と
 名
づ
け
ら
れ
、
理
性
の
自
己
 信
頼
に
甚
く
理
性
そ
の
も
の
の
認
識
と
し
て
、
空
間
・
 時
 問
的
 直
観
の
下
に
お
け
 

（
㏄
）
 

底
 榔

る
 認
識
、
即
ち
知
識
（
 韻
 @
 
の
の
の
 
コ
 ）
よ
り
も
高
次
な
 認
識
と
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
感
覚
 的
 直
観
を
超
え
た
、
理
念
的
 

 
 

 
 

き
な
い
。
絶
対
的
存
在
と
し
て
立
て
ら
れ
た
 神
 、
自
由
 、
霊
魂
の
理
念
も
経
験
的
 認
 

（
 
2
 
ニ
リ
 
）
 

（
・
Ⅰ
）
 

二
リ
 

 
 目

識
 、
即
ち
知
識
の
限
界
の
否
定
を
通
し
て
思
惟
さ
れ
 得
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
ま
だ
）
の
 
コ
 の
的
汀
の
学
に
 止
ま
る
。
そ
し
て
 ァ
 
て
の
限
り
、
 

(545) 

（
 
リ
 
4
 
廿
 
セ
）
 

と
 実
在
性
を
得
る
と
主
張
し
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
霧
 を
 通
し
て
見
た
風
景
の
認
識
に
 揃
 え
て
い
る
。
か
く
し
て
 直
接
的
認
識
は
空
間
 

プ
 リ
オ
 り
な
直
接
的
認
識
の
二
重
構
造
を
認
識
活
動
の
 中
に
認
め
、
前
者
は
現
象
に
し
か
妥
当
し
な
い
の
に
対
し
 て
 、
後
者
は
物
自
体
へ
 

と
 妥
当
し
、
か
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
 現
 家
 が
単
な
る
仮
象
（
 ぎ
訂
ぎ
 ）
で
は
な
く
し
て
、
物
自
体
 の
 現
象
と
し
て
客
観
性
 

（
・
・
Ⅰ
）
 

4
 

か
く
し
て
フ
リ
ー
ス
は
空
間
・
時
間
の
直
観
形
式
を
媒
 介
 と
し
て
成
立
っ
認
識
と
そ
れ
を
介
さ
ず
に
直
接
に
 カ
テ
 。
コ
リ
ー
を
統
一
す
る
 ア
 

（
 
0
 
4
 
メ
 
）
 

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
一
切
の
図
式
に
関
わ
ら
な
い
よ
う
な
、
 も
 つ
 と
遥
に
広
い
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
」
を
そ
の
論
拠
と
し
た
。
 



に
 理
念
と
し
て
人
間
の
精
神
生
活
に
意
義
を
も
っ
べ
き
で
 

あ
る
な
ら
ば
、
感
覚
的
柑
果
に
下
降
し
て
こ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
 

0
%
 台
 、
そ
の
 亡
覚
 的
世
界
は
も
は
や
量
的
世
界
と
し
 

て
の
自
然
的
世
界
で
は
な
い
。
感
覚
の
因
果
性
に
支
配
さ
 

れ
た
従
属
的
世
界
で
は
 

な
く
し
て
、
質
的
世
界
と
し
て
、
精
神
的
世
界
と
し
て
 

の
 自
由
な
世
界
で
あ
り
、
価
値
と
目
的
の
世
界
、
即
ち
 

送
 徳
 、
審
美
そ
し
て
宗
教
 

 
 

か
く
し
て
自
然
的
・
経
験
的
認
識
（
知
識
）
と
理
念
的
 

到
 
蛉
識
 （
信
仰
）
と
を
結
合
し
、
後
考
に
は
じ
め
て
生
命
を
 

与
え
る
媒
介
者
が
要
 

諦
 さ
れ
る
。
こ
れ
が
フ
リ
ー
ス
の
感
情
 
乞
こ
 富
三
）
に
 
お
け
る
認
識
乃
至
感
情
的
認
識
（
 
お
日
 巨
の
日
農
 
貯
 の
 卑
 ガ
の
ヨ
 
二
三
 
6
 
 で
あ
り
、
 

知
識
及
び
信
仰
に
対
し
て
予
感
（
 

下
ゴ
 
コ
目
 
お
 -
 レ
 フ
 巨
日
日
 
幅
 ）
 と
 称
せ
ら
れ
る
。
 

-
 
邑
 
5
 
 
「
理
念
は
事
物
の
本
質
に
お
け
る
 
"
 統
一
の
最
高
形
式
 
ヵ
 

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
美
的
感
情
に
お
い
て
、
 

我
々
に
現
象
す
る
多
様
性
を
統
一
の
最
高
形
式
に
連
関
 

さ
せ
、
前
者
を
後
者
に
 

従
属
せ
し
め
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
・
・
・
…
こ
の
よ
う
 

に
 概
念
的
に
は
表
現
さ
れ
得
ず
、
た
だ
感
情
に
お
い
て
の
 

み
行
 な
わ
れ
る
把
捉
を
 

我
々
は
 "
 予
感
 "
 と
 名
づ
け
る
。
」
。
（
 

5
 
5
 
 

）
 か
か
る
意
味
に
お
 け
る
感
情
は
「
時
間
的
な
も
の
の
中
に
永
遠
な
る
も
の
を
 

理
解
し
、
ま
た
永
遠
な
 

る
も
の
の
顕
現
と
し
て
時
間
的
な
も
の
を
理
解
す
る
し
 

-
6
 

5
 
O
O
 

）
 

か
く
し
て
信
仰
の
世
界
が
知
識
の
世
界
に
お
い
て
予
感
 

を
 通
し
て
現
わ
れ
る
の
 

（
⑱
）
 

で
あ
る
。
（
 

5
 
 

7
 ）
 こ
れ
が
宗
教
の
秘
義
で
あ
り
生
命
に
体
な
ら
 

@
.
.
 

ヰ
ん
 

よ
 Ⅰ
。
 

@
 
Ⅴ
 

時
間
的
な
も
の
の
背
後
に
永
遠
な
る
も
の
を
、
有
限
な
 

、
 、
、
 

も
の
の
 訃
紺
か
賦
虻
 な
も
の
を
予
感
す
る
と
い
う
機
能
は
 フ
リ
ー
ス
に
よ
れ
 

ば
 感
情
の
直
接
的
な
判
断
で
あ
り
、
概
念
を
媒
介
と
す
 

る
 悟
性
の
推
論
と
ほ
全
く
要
っ
た
種
類
の
判
断
で
あ
り
、
 

の
の
ヨ
日
そ
の
も
の
の
 

最
も
隠
れ
た
深
み
か
ら
直
接
湧
き
出
て
く
る
も
の
で
あ
 

8
 
。
（
 

0
 
6
 

）
 そ
の
事
情
は
次
の
如
く
説
明
さ
れ
る
。
我
々
の
情
緒
 

的
 反
応
に
は
種
々
の
も
 

の
が
あ
る
が
、
「
そ
の
と
き
の
感
情
が
全
く
解
き
明
か
さ
 

れ
ず
、
い
か
な
る
概
念
に
も
決
し
て
移
さ
れ
な
い
よ
う
 

な
 独
特
の
種
類
の
感
動
 

（
守
ヨ
 
申
 （
の
む
の
毛
の
ぬ
 

目
品
 ）
が
あ
る
。
そ
れ
は
 ?
 日
薄
 め
 最
も
隠
れ
た
深
み
か
ら
破
り
出
て
く
る
も
の
で
、
理
性
 

批
判
に
と
っ
て
は
大
い
 

な
る
 謎
 と
な
る
。
そ
れ
は
具
体
的
な
個
々
の
対
象
、
 

事
 実
 、
出
来
事
に
結
び
っ
く
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
こ
の
よ
 

う
 に
 独
特
に
 9
 ョ
ま
 を
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そ
い
。
彼
の
意
図
は
宗
教
と
い
う
精
神
現
象
が
人
間
性
 
の
中
に
そ
れ
固
有
の
根
源
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
 そ
 の
 経
験
の
成
立
と
い
う
点
か
 

 
 

 
 

経
 
ろ
 理
由
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 そ
の
こ
 
、
そ
の
哲
学
的
関
む
が
深
く
宗
教
的
に
動
ナ
 

め
こ
 
@
 
 

・
。
 
-
6
@
6
 

，
 
・
・
 サ
 

綴
 づ
け
ら
れ
て
い
た
フ
リ
ー
㈱
 

験
 

ゆ
ス
 に
帰
り
、
宗
教
哲
学
及
び
神
学
一
般
の
基
礎
づ
け
 を
 試
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
極
め
て
問
題
 の
 多
い
 ア
 プ
 リ
オ
り
 鋭
も
帰
 
邨
 
，
 

か
か
る
感
情
の
予
感
に
よ
っ
て
 
、
 単
に
形
而
上
学
的
な
 
理
念
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
生
命
づ
け
ら
れ
、
心
と
意
 

志
 に
働
き
か
け
る
 
内
 

容
を
獲
得
す
る
。
こ
れ
は
も
は
や
理
論
的
認
識
の
領
域
 

 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
オ
ッ
ト
ー
が
宗
教
体
験
の
普
遍
的
 

根
 拠
及
び
必
然
的
理
由
を
論
証
す
る
た
め
に
い
か
に
フ
リ
ー
 

ス
に
 依
存
し
て
い
た
 

即
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
論
は
あ
く
ま
 
で
も
事
実
と
し
て
の
宗
教
経
験
か
ら
出
発
す
る
の
で
 
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
 

捉
え
動
か
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
対
象
 や
 事
実
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
っ
き
り
と
把
握
さ
れ
は
す
 る
 だ
ろ
う
け
れ
ど
、
 こ
 

れ
る
の
も
の
に
あ
っ
て
本
来
的
に
こ
の
よ
う
に
の
の
日
中
 
ヰ
を
 捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
 。
我
々
は
こ
れ
ら
の
も
 

の
の
中
に
 、
 時
と
し
て
我
々
を
極
度
に
魅
了
す
る
が
、
 し
 か
し
全
く
云
い
表
れ
せ
な
い
ま
ま
の
一
つ
の
意
味
、
 
価
値
を
承
認
す
る
。
 か
 

 
 

と
に
な
る
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
の
も
の
に
 
或
 独
特
の
賓
 辞
を
添
え
る
か
ら
で
あ
 

。
」
。
（
 

る
 骸
 ）
こ
れ
は
我
々
の
判
断
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
 
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
感
情
の
判
断
力
で
あ
り
、
概
念
 を
 媒
介
と
し
な
い
直
接
 

的
な
も
の
で
あ
る
。
（
 

4
-
6
 

そ
し
て
こ
の
場
合
、
か
か
る
対
象
、
 出
来
事
に
添
え
ら
れ
る
賓
辞
が
理
念
で
あ
り
、
対
象
 や
 出
来
事
の
背
後
に
理
念
 

的
な
も
の
が
予
感
さ
れ
、
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 従
 っ
て
か
か
る
意
味
で
の
予
感
は
、
理
念
の
現
実
化
と
し
て
 想
起
（
 臣
 二
の
 
ヨ
コ
 
の
の
 
ず
 ・
 

レ
 コ
 カ
 ）
 
ぎ
 的
の
 
コ
 ）
に
外
な
ら
な
い
。
「
 或
 理
念
に
対
す
る
、
 成
事
物
乃
至
事
象
の
偶
然
の
 、
 或
い
は
内
的
に
根
拠
を
 も
つ
相
似
性
ま
た
は
類
 

仮
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
念
が
 "
 想
起
さ
れ
 "
 、
 

多
く
の
場
合
暗
黙
の
う
ち
に
 ｜
 呼び
覚
ま
さ
れ
、
そ
れ
 と
 同
時
に
こ
の
理
念
に
 

相
応
す
る
感
動
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
」
。
、
（
 

6
 
 

3
 ）
 
理
念
の
想
起
 と
は
感
情
の
直
接
的
判
断
に
お
い
て
 或
 出
来
事
を
理
念
の
 下
 に
包
摂
す
る
こ
と
で
 

（
 
4
 
ム
 
U
 
）
 

あ
る
。
 



概
念
一
般
と
同
じ
く
対
象
そ
の
 

は
な
く
、
実
在
の
規
定
と
し
て
 

つ
い
た
合
理
的
概
念
で
あ
る
。
 

（
ー
）
 

7
 

も
の
に
属
す
る
 或
 客
観
的
な
目
の
Ⅱ
ガ
ヨ
 臼
と
 考
え
る
」
 
と
き
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
思
惟
形
式
と
し
て
で
 

特
定
の
内
容
を
包
含
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
 内
容
は
非
合
理
的
な
感
情
内
容
と
そ
れ
に
結
び
 

そ
し
て
オ
ッ
ト
ー
が
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 を
宗
教
の
客
観
的
ア
プ
 リ
オ
リ
 
（
の
ぎ
 呈
の
 ガ
オ
せ
の
臣
で
 

ユ
 0
 二
）
 と
 名
づ
 

@
l
 

り
 
l
 ）
 

そ
し
て
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
い
 て
 で
は
な
く
、
「
そ
の
最
初
の
意
味
に
お
い
て
 目 
「
 "
 根
 木
 概
念
 "
 を
意
味
し
 、
 

す
る
と
こ
ろ
の
意
図
は
人
間
に
お
け
る
普
遍
的
な
）
 宗
 教
 的
に
固
有
な
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
 
の
の
 
コ
 の
 仁
 ㏄
二
の
日
 
仁
 の
や
 

口
 v
o
 

ざ
曲
。
き
の
 

ヨ
 乙
の
立
場
か
ら
の
宗
教
解
釈
へ
の
批
判
 
に
体
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

確
か
に
オ
ッ
ト
ー
の
い
う
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
 の
 素
質
が
果
し
て
厳
密
な
点
床
に
お
い
て
 ア
 プ
 リ
オ
り
 
の
 権
利
を
主
張
し
得
る
 

か
 否
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
オ
ッ
ト
ー
は
こ
の
 ブ
リ
｜
 ス
 的
な
 ア
 プ
 リ
オ
 り
を
生
得
 臣
 念
か
ら
区
別
し
、
そ
れ
は
 経
験
に
先
立
っ
て
は
い
 

る
け
れ
ど
も
、
経
験
な
し
に
は
現
実
化
し
な
い
よ
う
な
 も
の
と
し
て
理
解
し
、
時
間
的
に
先
行
す
る
認
識
と
か
 経
 験
 な
し
に
生
ず
る
認
識
 

-
 
㏄
 @
 

と
 考
え
る
べ
き
で
ば
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
 意
 味
か
ら
根
源
的
（
 u
r
 
の
 
つ
 Ⅱ
 む
 -
 
）
 
ぬ
コ
 
の
こ
や
直
接
的
（
「
 -
 
コ
 @
 
監
目
 の
し
㏄
（
）
と
い
う
語
も
時
 

（
 
鯛
 -
 

問
 的
関
係
と
は
無
縁
で
あ
る
と
し
、
理
性
は
桟
 克
 の
 制
 約
の
下
に
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
的
立
助
を
甲
 -
 
持
し
ょ
う
と
す
る
。
 

「
理
性
の
生
命
と
行
為
全
体
は
単
に
現
わ
れ
る
だ
け
で
あ
 り 、
感
性
的
感
受
に
際
し
て
与
え
ら
れ
る
刺
激
に
 
几
 い
て
の
み
現
実
的
と
な
 

@
 
爪
 
6
 
Ⅰ
）
 

る
 。
そ
し
て
刺
激
の
先
行
が
な
け
れ
ば
理
性
は
表
象
も
追
 求
も
行
為
を
も
も
た
ず
、
そ
れ
は
事
実
上
 
蕾
す
 三
曲
「
 リ
 の
の
に
す
ぎ
な
い
 
ピ
 。
 

し
か
し
 刺
汝
 以
前
に
は
確
か
に
理
性
は
鼠
 ヴ
日
ゅ
 （
り
の
 

曲
 に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
後
は
ア
プ
リ
オ
リ
 
な
臼
発
的
 活
動
を
営
む
 

の
で
あ
り
、
か
か
る
理
性
の
自
発
性
を
心
理
的
事
実
と
し
 て
 前
提
 し
 、
そ
の
証
明
を
不
要
と
考
え
た
の
は
、
結
局
 、
批
判
の
根
拠
を
暖
 昧
 

に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
体
な
ら
な
い
。
多
く
の
人
に
よ
 り
 、
か
か
る
心
理
主
義
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
の
解
釈
が
 カ
ン
 ト
 以
前
へ
の
逆
行
で
あ
 

@
 
㏄
 -
 

る
と
難
じ
ら
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
オ
ッ
ト
ー
が
聖
は
そ
の
合
理
的
要
素
及
び
非
合
 理
 的
要
素
両
者
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
 リ
 な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
 あ
る
と
す
る
と
き
、
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こ
こ
に
も
 
ナ
 叫
の
の
お
 
コ
 
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
オ
ッ
ト
 ｜
 に
お
け
る
現
象
学
的
部
分
と
認
識
論
部
分
と
の
乖
離
が
 あ
る
。
 

ス
的
 認
識
論
に
お
い
て
は
認
識
を
成
立
さ
せ
る
条
件
の
 
糖
笘
ざ
 ユ
 %
 （
は
問
い
得
て
も
、
 

認
識
内
容
の
そ
れ
は
問
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

け
て
、
 

-
2
-
@
 
 

宗
教
の
評
価
基
準
と
す
る
と
き
、
果
し
て
か
か
 

る
 経
験
内
容
そ
の
も
の
を
 
ア
 プ
 リ
オ
 り
と
云
い
得
る
か
は
 
疑
問
で
あ
る
。
 
ブ
リ
 l
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聖の経験とその 根抵 

（
㏄
）
本
局
 勾
づ
 ：
の
・
 ト
め
 や
 3
 ヨ
・
）
・
（
 
紐
 ）
の
・
 目
 こ
お
 

:
a
.
p
 

0
 ：
 ハ
 
Ⅰ
っ
 
1
 Ⅱ
 

（
㏄
）
㏄
 す
卸
 

（
 綴
 ）
木
日
 勾
 ㌧
：
 P
 ミ
ト
 

（
㏄
）
 木
 Ⅱ
 勾
授
 ，
中
の
の
 

（
 甜
 ）
内
ヴ
 宙
 

（
㏄
）
 由
す
年
 

（
 鍋
 ）
木
内
力
 下
 ・
 け
 下
ト
 

（
㏄
）
 目
 Ⅱ
 勾
ト
 ・
 %
 安
。
 ト
 0
.
 

ト
ロ
 

ヨ
 ・
 ゲ
 

（
㏄
）
 木
 Ⅱ
 刃
ワ
、
甲
ヰ
っ
 

（
 卸
 ）
フ
リ
ー
ス
で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
統
覚
は
 

ロ
呂
 落
毛
年
つ
 
鯨
 臼
コ
 
に
お
い
て
で
は
な
く
、
 

村
綴
 富
三
に
お
い
て
行
な
わ
れ
 
る
と
す
る
点
に
彼
の
 

潟
乙
 三
の
 ヨ
 豊
田
な
認
識
の
特
徴
が
表
わ
れ
て
い
る
。
木
内
力
 巾
 。
の
・
 
み
べ
 

（
 巧
 ）
 
ヌ
掲
勾
戸
 ・
 円
 江
東
・
 亜
 ㏄
 悪
 

（
 村
 ）
木
内
オ
 戸
 。
 P
 ト
由
 

（
㎎
）
 木
巾
勾
 
㌧
・
・
の
・
 

か
の
 

（
 ぬ
 ）
 
木
 Ⅱ
 勾
戸
 ・
 縛
 切
っ
 

（
 騰
 ）
 
木
 Ⅱ
 勾
ド
 ・
 卯
鯉
 ・
 乙
 ・
フ
リ
ー
ス
は
知
的
直
観
を
認
め
 な
い
立
場
を
と
る
。
 

（
㏄
）
 木
由
由
戸
 ・
 ぴ
 ㏄
）
 

（
㎎
）
 パ
 Ⅱ
 勾
 ㌧
：
の
・
～
 
び
 

（
 仰
 ）
木
田
勾
 り
 ・
・
の
・
の
の
，
 

め
 0
.
 

（
㎎
）
 

已
ヴ
ヰ
 

（
 訂
 ）
 
紺
臼
 り
は
の
 し
す
め
 
（
 
い
コ
ダ
ナ
 に
日
の
 コ
い
 の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
 
よ
っ
て
絶
対
的
単
一
者
と
し
て
、
 

弓
 Ⅱ
の
ぎ
 
目
 （
は
 
己
 「
の
㏄
ぃ
音
、
毛
 
ア
オ
 
ヒ
コ
斡
に
よ
っ
て
 自
 

己
 原
因
的
な
も
の
と
し
て
の
精
神
的
実
体
の
自
由
な
意
志
と
し
 て
、
の
 。
 ニ
ゴ
ニ
 
（
は
の
。
ヨ
色
 コ
 の
り
ア
ド
 

宙
 ，
臣
の
 り
す
 
㏄
生
毛
 
T
 オ
仁
づ
輻
 
か
ら
事
物
の
水
 
遠
 

の
 存
在
に
お
け
る
最
高
原
因
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
 巴
推
 さ
れ
る
。
 
木
 Ⅱ
 勾
巾
 ・
・
の
の
の
 
1
 べ
い
 

（
 穏
 ）
木
内
オ
 授
 ，
 P
 寮
 ・
 べ
の
 ・
（
 引
 ）
 
丙
弓
勾
や
 ，
 円
甘
 ，
 べ
 ダ
き
 、
ご
ト
 由
 

（
 乾
 ）
 
ヌ
巾
勾
 
㌧
：
の
・
の
 
ぃ
 

（
㏄
）
 木
 Ⅱ
オ
フ
・
 紳
 ド
印
 

（
 甜
 ）
Ⅱ
 ヴ
宙
 

（
 鵠
 ）
 
木
 何
 %
 下
 、
 け
ド
ト
 
1
 つ
の
・
（
㏄
）
 
木
づ
勾
下
 ・
卯
の
 の
 

（
㏄
）
 一
 
1
 現
象
の
背
後
に
物
自
体
を
予
感
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
 所
謂
知
的
直
観
に
 よ
 る
物
自
体
の
把
捉
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
 

  

フ
リ
ー
ス
の
場
合
に
は
現
象
、
即
ち
感
覚
的
直
観
を
通
過
す
る
 の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
内
 ド
コ
 
（
 
ぎ
閂
 （
の
立
場
に
止
ま
っ
て
い
る
 と
い
え
よ
う
 
0
 

（
㏄
）
回
ヴ
 年
 

（
 巳
 ）
木
内
方
 巾
 ・
・
の
Ⅰ
ト
ド
 

（
㏄
）
 木
 Ⅱ
 オ
下
 -
 の
べ
 ダ
ト
 ト
 の
 

（
㎝
）
 木
 Ⅱ
 オ
 ㌧
・
・
の
・
 

P
 ー
の
 

（
㏄
）
 木
 Ⅱ
 カ
ダ
 
が
 ト
ト
下
 

（
㏄
）
本
づ
 刃
 ㌧
：
の
・
 
ぷ
 ・
審
美
的
感
情
に
つ
い
て
は
の
 日
 ～
 以
 干
 、
道
徳
的
感
情
に
つ
い
て
は
の
・
 ボ
 ・
ま
を
参
照
さ
れ
た
 

な
お
道
徳
に
お
い
 

て
は
こ
の
外
に
行
為
に
駆
り
立
て
る
も
の
と
し
て
立
耳
 い
 と
 
円
 り
 （
 
オ
 （
 ハ
 （
（
と
い
う
二
つ
の
要
因
が
加
え
わ
れ
て
い
る
。
 

木
 Ⅱ
 勾
 ㌧
 ，
ひ
き
 ・
宗
教
 

的
 感
情
に
つ
い
て
は
 ト
つ
ト
 
以
下
、
の
ト
ト
 P
.
 ト
ト
 
舟
ム
 ト
 の
 

（
㎝
）
木
内
 オ
巾
 ・
，
 
P
 肚
の
 レ
コ
 ヨ
ト
 

（
㏄
）
 木
古
 カ
ト
 "
P
 ㏄
の
・
の
・
毛
の
Ⅰ
 

い
 ・
 
p
.
p
.
O
.
,
 

け
ド
 ㏄
 

 
 

（
㏄
）
 木
弓
力
中
 
・
。
 
甲
 ト
ト
レ
 ニ
ヨ
 

 
 

（
㏄
）
Ⅱ
 す
由
 

 
 

（
㏄
）
 オ
 ・
木
目
 ミ
 口
耳
い
の
的
 ま
い
つ
ユ
 。
 ヱ
ぎ
 
巨
の
「
目
さ
色
の
ぺ
 

コ
の
 
コ
カ
 匹
 @
 
幅
 @
0
 
二
の
つ
す
 

串
 。
の
 
っ
 で
 す
ざ
 ・
Ⅰ
の
㏄
 
P
 
Ⅰ
 苦
つ
 斗
帳
・
の
・
 
い
ド
 
由
り
 
メ
 ・
 
日
り
 
。
Ⅱ
 
コ
 す
い
二
の
り
 

づ
 

し
 い
 の
「
 臼
 @
 玉
 の
の
下
 で
由
 
0
%
 す
住
し
 「
 
コ
 ゑ
パ
 r
o
 
の
 年
 お
下
け
 コ
宙
オ
仁
 
宙
 0
 臥
 0
 コ
 。
 C
 （
・
 
テ
 り
田
 -
 
・
 
ロ
巨
 
り
つ
三
プ
木
ふ
（
 
芽
，
ト
つ
目
 
・
 ロ
ト
ト
 の
 っ
 -
 の
 ・
 
N
o
 

の
・
）
 

，
 q
 ：
 

銘
 



中
に
そ
れ
だ
け
で
は
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
非
合
理
的
な
 も
の
を
体
験
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
宗
教
経
験
と
な
り
 得
 る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 

感
情
は
予
感
を
通
し
て
物
自
体
へ
と
通
じ
て
い
る
の
で
 あ
り
、
単
な
る
主
観
的
な
情
緒
で
は
な
く
、
客
観
 と
 関
わ
 る
も
の
で
あ
る
。
フ
リ
 

｜
ス
 に
お
い
て
、
現
象
は
物
自
体
の
現
象
と
し
て
そ
の
 位
 直
 と
客
観
性
が
確
保
さ
れ
る
の
に
相
応
し
て
、
非
合
理
 的
神
 的
な
も
の
が
そ
れ
 

最
後
に
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
の
客
観
連
関
性
に
つ
い
て
 述
 

宗
教
経
験
は
非
合
理
的
な
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
で
あ
る
。
 

の
中
で
の
み
了
解
さ
れ
得
る
。
こ
れ
が
さ
し
当
っ
て
の
 オ
 
 
 

認
識
の
対
象
と
な
り
得
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
  
 

題
 が
提
出
さ
れ
、
フ
リ
ー
ス
の
感
情
の
予
感
謝
が
そ
の
め
 
 
 

物
自
体
を
予
感
す
る
能
力
で
あ
り
、
自
然
的
、
合
理
的
 な
も
 

る
 。
非
合
理
的
 神
 的
な
る
も
の
は
単
に
そ
れ
と
し
て
了
解
 さ
 

の
で
あ
る
。
宗
教
現
象
は
複
合
し
た
も
の
で
あ
っ
て
非
合
 理
 べ

て
お
き
た
い
。
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 は
概
念
化
さ
れ
ず
、
合
理
的
表
現
の
範
囲
を
 超
え
、
た
だ
感
情
 

ト
 ー
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
か
か
 ろ
 非
合
理
的
な
 も
の
が
い
か
に
し
て
 

こ
に
非
合
理
的
な
も
の
の
把
捉
能
力
と
し
て
の
感
情
の
認
 識
論
 的
な
権
利
 問
 

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
感
情
と
は
、
フ
リ
ー
ス
に
よ
れ
 ば
 、
現
象
の
背
後
に
 

の
の
背
後
に
超
自
然
的
、
非
合
理
的
な
意
味
と
価
値
を
了
 解
す
る
も
の
で
あ
 

れ
る
の
で
は
な
く
、
合
理
的
な
も
の
を
通
し
て
、
そ
の
 背
後
に
了
解
さ
れ
る
 

的
 要
素
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
合
理
的
、
 自
然
的
な
現
象
の
 

五 

 
  

 

禾
 ・
 づ
臼
幅
巴
 @
,
 し
 い
 の
 曲
 色
目
 盤
 ，
。
㏄
 下
 仁
田
円
山
田
 コ
 の
の
 
コ
 ・
）
の
 ト
 ㏄
 
の
 ・
ド
仁
 

（
㌍
）
戸
口
（
の
 曲
鱒
 P
.
g
%
 

（
 何
 ）
 
し
屈
 ・
・
円
 い
き
 ・
 い
 目
の
化
 お
 
）
 ぃ
 

 
 

 
 

（
㌍
）
ナ
ヱ
 お
 の
の
 
む
 @
 刃
苦
哩
 0
 ヨ
の
ロ
 
田
 -
o
 
の
 0
 つ
已
 や
い
 臼
 Ⅰ
）
つ
り
 ダ
い
 塁
上
・
 

け
窒
 .
 
な
お
 彼
は
 、
オ
ッ
ト
ー
は
 宗
打
卸
忙
 以
外
の
 も
の
か
ら
示
教
の
真
理
㏄
 

を
 問
無
に
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
経
験
そ
の
も
の
に
帰
る
 ぺ
 き
 だ
と
 主
 撰
す
る
。
こ
の
意
見
は
有
力
な
参
考
に
な
る
。
 ブ
リ
 
｜
ス
の
 感
情
論
へ
 

の
 依
拠
は
、
結
局
オ
ッ
ト
ー
に
と
っ
て
、
宗
教
的
感
情
の
異
質
性
 
を
 見
失
わ
せ
、
美
的
 庄
忙
 、
道
徳
的
感
 砧
と
 同
類
の
も
の
と
 し
て
し
ま
っ
た
。
 

 
 

宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
オ
ッ
ト
ー
の
真
の
意
 図
 
-
 だ
と
考
え
 
る
か
ら
で
あ
る
。
 



聖の経験とその 根低 

を
 通
し
て
現
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
自
然
的
世
俗
的
 現
 象
は
非
合
理
的
 神
 的
な
も
の
の
現
象
と
し
て
価
値
づ
け
る
 れ
る
で
あ
ろ
う
。
 ヌ
、
、
、
 

ノ
ー
 ゼ
 が
我
々
の
心
に
種
々
の
情
緒
を
引
起
す
の
を
記
述
 9
 
よ
 る
 、
と
オ
ッ
ト
ー
が
い
 ，
 
Ⅰ
 
ノ
 
と
き
、
（
 

e
a
 

）
田
の
片
山
の
斗
 

な
 立
場
に
あ
る
こ
と
を
ほ
 

の
め
か
す
が
、
し
か
し
そ
の
立
場
は
か
か
る
感
情
の
予
感
 説
 に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
 う
 。
従
っ
て
オ
ッ
ト
 ｜
 

に
お
い
て
は
神
的
存
在
者
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
 そ
 の
 現
象
を
通
し
て
の
神
的
存
在
者
が
対
象
と
さ
れ
て
い
 る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
 

Ⅰ
 て
、
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 と
は
か
か
る
も
の
と
し
て
の
神
的
存
 往
 者
に
対
し
て
付
さ
れ
た
名
称
に
体
な
ら
な
い
。
 

し
か
し
か
か
る
オ
ッ
ト
ー
の
お
 臼
 ～
の
（
～
の
 

り
ぽ
な
 主
張
を
 も
っ
て
直
ち
に
現
象
学
的
な
立
場
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
 は
 早
計
で
あ
ろ
う
。
 

の
 り
ゴ
由
 
簗
も
批
評
し
た
よ
う
に
、
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
様
相
の
 分
析
態
度
は
現
象
学
的
な
本
質
還
元
に
通
ず
る
も
の
を
 も
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
 

も
 、
そ
こ
は
ノ
 エ
 シ
ス
・
ノ
 エ
 マ
の
木
質
連
関
を
基
礎
 づ
 け
る
 圭
 9
 の
 拐
 。
ま
 
%
 
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
（
 

t
 ）
感
情
 が

の
の
円
仁
ま
せ
 

0
 日
文
ミ
 リ
 の
 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
感
情
が
物
自
体
へ
と
関
わ
る
 と
い
う
こ
と
と
は
認
識
の
構
造
上
、
直
接
に
は
結
び
つ
か
 な
い
 0
 何
故
な
ら
 ブ
リ
 

｜
ス
の
 立
場
に
立
つ
限
り
、
 或
 現
象
を
通
し
て
そ
の
 背
 後
に
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 を
感
じ
と
る
場
合
、
そ
れ
を
 ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 ゼ
 と
し
て
受
取
る
根
拠
 

は
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
側
に
 、
 即
ち
対
象
の
側
に
お
か
れ
る
 の
で
は
な
く
し
て
、
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
と
 判
断
す
る
主
観
の
側
 に
お
か
れ
る
。
臣
下
 
コ
 0
 口
 

と
は
 或
 現
象
を
理
念
の
下
に
包
摂
し
、
理
念
に
お
い
て
 判
断
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
点
か
ら
 考
 え
る
限
り
、
 ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 

ゼ
は
 理
念
と
し
て
理
性
内
在
の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
 な
ら
ず
、
 

そ
れ
に
予
感
 説
 に
は
そ
 

の
 ～
 
コ
 （
の
コ
 

%
 
ぎ
コ
め
目
 

（
簿
が
問
題
と
ほ
さ
れ
て
い
な
い
し
、
 ま
た
立
場
上
、
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
 
て
 感
情
を
判
断
力
と
み
 

（
 
り
 
Ⅰ
）
 

な
し
、
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
感
情
の
中
に
あ
る
確
信
と
感
情
 は
 感
覚
的
所
与
の
巴
の
目
（
 

己
月
の
コ
 
で
あ
り
㏄
の
ま
の
Ⅱ
（
 

仁
 コ
 
%
 の
コ
 で
あ
り
、
さ
ら
に
は
 

感
覚
的
な
世
界
に
は
属
さ
な
い
よ
う
な
形
を
も
つ
対
象
 や
 実
在
の
の
の
守
口
し
的
の
 

コ
 で
あ
る
と
み
る
立
場
が
、
（
 

4
 ）
オ
ッ
 ト ー

の
基
本
的
な
姿
勢
 

 
 

で
あ
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
オ
ッ
ト
ー
は
後
に
感
 

 
 

ま
た
 
"
 し
 傍
出
の
ま
 潟
 "
 ⑱
 

の
 改
訂
に
当
っ
て
も
本
文
や
脚
註
に
お
い
て
補
足
し
、
 現
 家
学
的
な
観
点
を
志
向
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
 十
 公
 な
哲
学
的
根
拠
づ
け
㏄
 



あ
り
、
そ
の
際
特
に
価
値
の
客
観
的
妥
当
性
を
客
拙
生
 義
 的
に
追
求
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
、
目
・
の
り
 

ゴ
 の
）
の
～
 
や
ア
 ・
 目
 ㏄
二
日
 
麓
 コ
ロ
の
 

影
響
を
受
け
、
初
期
の
カ
ン
ト
的
立
場
が
放
棄
さ
れ
て
 は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
弱
め
ら
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
 が
 、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
 

正
し
い
評
価
で
あ
ろ
う
。
（
 
6
 ）
 

以
上
の
如
き
種
々
の
問
題
点
を
含
み
な
が
ら
も
、
オ
ッ
 ト
 ー
の
意
図
し
た
も
の
は
今
日
で
も
な
お
高
い
価
値
を
も
 っ
て
い
る
と
云
い
 
得
 

る
 。
オ
ッ
ト
ー
が
終
生
 力
 を
注
い
だ
も
の
は
宗
教
に
お
 け
る
人
間
の
理
解
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
づ
け
で
あ
っ
た
。
 換
言
す
れ
ば
東
洋
人
が
 

東
洋
の
神
秘
思
想
を
理
解
す
る
以
上
に
西
洋
人
が
理
解
 し
 得
る
と
い
う
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
東
洋
 は
 西
洋
で
あ
り
、
西
洋
 

（
 
7
 ）
 

は
 東
洋
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
、
裏
付
け
る
こ
と
で
あ
 っ
た
 。
オ
ッ
ト
ー
が
臣
で
～
 ぃ
 
0
 （
が
 
ヨ
 u
s
 に
立
つ
の
も
そ
の
 た
め
で
あ
り
、
 

ぎ
ォ
 の
 ｜
 

ヨ
が
 （
 
か
 
の
ざ
き
月
に
お
け
る
理
解
の
可
能
性
を
問
題
と
し
 た
の
も
こ
の
目
的
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
 旦
 （
 
体
 的
な
宗
教
現
象
は
そ
 

れ
を
取
巻
く
地
理
的
社
会
的
歴
史
的
制
約
か
ら
自
由
で
 は
な
い
。
従
っ
て
宗
教
史
学
考
の
多
く
に
み
ら
れ
る
よ
う
 W
 
レ
 
ト
、
 の
の
下
の
 

ヨ
 ハ
ト
 

t
 
ヰ
の
 
山
外
 

叩
 
（
 
｜
 

仁
品
 
を
か
か
る
の
三
日
（
 呂
 1
 日
 笘
 o
r
 

日
日
 

n
o
 

コ
題
 

x
 （
の
に
 帰
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
の
 0
 口
あ
 x
t
 
の
の
相
異
に
も
 

か
か
わ
ら
ず
、
類
似
し
た
意
味
や
構
造
が
把
握
さ
れ
る
 と
い
う
根
拠
は
 n
o
 
目
 （
の
玉
の
そ
の
も
の
の
中
に
は
な
い
。
 
宗
教
的
に
ア
プ
リ
オ
リ
 

な
も
の
は
 或
 意
味
で
依
然
と
し
て
比
較
宗
教
学
の
根
本
 問
題
で
あ
ろ
う
。
 

毛
 お
す
が
オ
ッ
ト
ー
の
晩
年
の
間
 
額
 意
識
を
指
摘
し
た
ま
さ
 

に
そ
の
点
が
今
彼
に
残
さ
れ
た
方
向
の
一
つ
で
あ
る
と
 考
え
て
い
る
。
 

註
 （

 
1
 ）
 ミ
 ・
の
 

n
F
 

の
 
下
 二
づ
。
 日
己
 毛
仔
 g
@
 ヨ
日
目
 お
汗
コ
、
が
溺
 つ
｜
い
 

㏄
㏄
 

（
 2
 ）
 毘
お
 コ
オ
 
仁
 ま
の
批
判
も
或
意
味
で
こ
こ
を
衝
い
た
も
の
 
と
い
え
る
。
し
銭
し
の
の
ヱ
曲
 
宙
 の
の
 
甲
 「
 
ぃ
 （
 
ざ
 二
 %
 の
 
コ
日
の
つ
 
三
こ
 の
 
っ
 
つ
 す
ず
。
 

す
 の
の
 
日
 
Ⅲ
Ⅰ
 

0
 
ヴ
宙
ヨ
 
"
 

ト
つ
 
い
）
 
、
の
ぴ
 
Ⅰ
 
目
コ
 
内
の
 
コ
 ・
の
・
 
ト
 
Ⅱ
１
ト
㏄
 

（
 
5
 ）
し
の
 
巴
 ・
 
，
 P
 の
 い
つ
由
 

・
 ミ
 0
 旨
 ・
。
目
の
㏄
の
 

自
 

（
 
4
 
ず
 ）
 し
出
 ・
 
，
の
 ・
）
の
㏄
 

（
 
3
 ）
 木
由
由
ロ
 
・
・
の
・
 

P
p
 

ぃ
 

（
Ⅰ
 
1
 ）
 毒
 0
 呂
 ：
 市
 
㌣
㏄
 

（
 
6
 ）
 
ナ
ミ
 a
c
 
ア
 @
 ド
 オ
 の
 ド
セ
 
で
の
の
 
0
 （
 刃
 土
面
 ざ
 仁
の
已
Ⅹ
 
つ
の
へ
ぼ
巨
い
 

の
 
，
ト
 の
り
 
べ
 ・
の
 オ
 @
 
り
ぃ
幅
 

0
"
 
つ
 ・
い
い
㏄
 

(554) 

を
 行
な
っ
て
は
い
な
い
。
晩
年
の
こ
の
努
力
に
つ
い
て
 ナ
ミ
 a
c
 

下
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
価
値
の
現
象
学
的
基
礎
 

づ
け
を
目
指
す
も
の
で
㎜
 



去 主日 市十 

巨 

  
  

下役 
恵 生口 。 O ， u ． O @h の 1 p 

明   
評
 

圭
 Ⅰ
 

の
 
Ⅰ
三
 @
 
ヨ
 の
の
の
 
@
0
 
コ
り
の
音
子
の
の
「
の
り
（
 
ゼ
 の
す
 
@
0
 
一
の
（
 
O
 の
 
p
-
4
p
 

（
 
@
o
 
ダ
ト
よ
 Q
 

O
r
i
e
 

さ
 ～
 
a
 ～
～
 

a
 。
良
が
あ
る
。
こ
れ
は
 
R
 を
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
、
 

し
代
ヨ
 麓
 

乙
コ
 八
音
 コ
の
 注
釈
を
援
用
し
つ
つ
英
訳
し
、
円
の
 
0
 寸
オ
ぎ
 。
 
罵
 と
屈
甘
ヨ
 ・
 

ヰ
 
す
で
臣
の
 す
 
の
す
注
 
l
 審
の
著
作
に
 
慕
 い
て
 
幅
 
。
年
り
論
の
展
開
を
 
叙
述
し
た
 

ド
の
 
0
 臣
 
1
 オ
フ
リ
ー
Ⅰ
 

り
 の
の
の
 め
 Ⅱ
ー
で
 

オ
 Ⅰ
 
り
コ
 

（
 嚢
 口
説
 金
逼
 」
）
に
お
け
る
 
め
 
0
 （
「
 
ド
 論
の
部
分
は
高
崎
氏
に
よ
 
づ
て
最
 

近
 和
訳
さ
れ
た
（
「
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
」
）
の
の
の
・
 

口
 ㏄
Ⅱ
 
悪
 ・
Ⅰ
。
 

の
下
 ・
（
の
Ⅹ
（
の
出
版
を
見
 
そ
に
 至
っ
て
、
 

O
F
 

耳
目
 

ぎ
 戟
の
英
 訳
は
全
面
 

的
に
再
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
 仕
事
が
高
 

崎
 氏
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
、
見
事
な
成
果
に
結
実
し
た
こ
と
は
 、
斯
学
に
 

携
わ
る
者
の
悦
び
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
出
版
 
に
 先
立
つ
 

て
 、
 故
 宇
井
伯
寿
博
士
 の
 
「
宗
性
 論
 研
究
」
（
岩
波
書
店
Ⅰ
乙
の
  
 

さ
れ
た
。
同
じ
 葵
 （
・
 
鯨
 ㌔
に
 基
く
 和
訳
・
研
究
で
あ
り
、
 

高
 崎
氏
は
草
 

稿
を
改
訂
す
る
段
階
に
お
い
て
、
宇
井
博
士
の
解
釈
に
啓
発
さ
 れ
た
点
の
 

あ
る
こ
と
を
、
 

巾
 「
の
（
 

い
 
の
の
に
述
べ
て
い
る
。
宇
井
博
士
は
の
 
下
 
（
の
 
ポ
 （
 と
 

共
に
漢
訳
 
同
 発
覚
一
乗
三
性
諦
三
を
検
討
し
て
い
る
が
、
 
チ
 べ
，
ト
訳
 

は
 参
照
し
て
い
な
い
。
の
 ミ
 ・
（
の
 

x
 （
が
二
種
の
し
か
も
 一
 種
は
正
確
 

呂
お
 ・
に
依
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
チ
ベ
 
ソ
ト
 謀
と
 

0
 対
比
は
欠
か
し
て
は
な
ら
ぬ
操
作
で
あ
り
、
ま
た
漢
訳
は
そ
 の
 訳
出
牢
 

代
 が
の
 ガ
 （
・
 

ミ
拐
 
・
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
年
代
に
比
し
て
遥
か
に
 古
 い
と
い
う
 

点
か
ら
重
要
性
を
も
つ
。
高
崎
氏
の
英
訳
は
、
 梵
 
・
 蔵
 
（
 
デ
ル
 ゲ
版
 ）
・
 

漢
 の
七
市
 弓
ヰ
 用
い
た
 R
 翻
訳
と
し
て
は
初
め
て
㈹
企
て
で
あ
 り
 、
詳
細
羽
 

 
 

な
脚
注
は
中
に
 は
描
 資
料
間
の
柏
冥
が
克
明
に
記
さ
 ゲ
、
 ま
ム
」
 
幾
多
の
個
（
 

処
 で
の
 ミ
 ・
 
鯨
 竺
の
修
正
（
下
で
 
ロ
 の
コ
色
 

オ
 
戸
で
 ワ
 ㏄
 
乙
 よ
の
の
に
 掲
げ
る
）
Ⅲ
 



が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

本
書
の
内
容
は
次
の
通
れ
そ
あ
る
。
 

｜
・
 
土
耳
Ⅰ
。
 
ま
 ま
 0
 コ
，
 H
 と
 Ⅰ
（
 っ
て
 

ト
 l
 の
 い
 ）
一
の
せ
 
白
 。
Ⅰ
の
㌃
。
 

円
 （
二
の
 
ド
 の
 ポ
 （
「
つ
つ
の
㏄
 

l
 ト
㏄
の
）
一
円
「
リ
コ
ム
 

ド
 コ
 0
 コ
い
つ
卸
 

才
 0
 （
の
㏄
（
つ
ロ
・
Ⅰ
の
り
 

｜
 ㏄
の
 
0
 ）
 @
 く
 
七
 
つ
で
 
り
コ
日
ポ
，
 
H
 
ー
Ⅰ
 
ロ
 
Ⅰ
（
 つ
 Q
.
 

の
の
 

い
 １
 %
 つ
 ㏄
）
 
一
 

（
寸
つ
・
 

ヰ
 Ⅰ
Ⅰ
ー
 

ヰ
 ㏄
の
）
 

Ⅰ
 
づ
宙
 
0
 Ⅹ
 0
 の
 

 
 

以
下
に
）
 ま
 「
 o
&
E
n
 

（
 
@
0
 
コ
の
 内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
  
 

ね
 、
高
崎
氏
は
こ
の
研
究
を
完
成
に
も
た
ら
す
過
程
に
お
い
て
 、
如
来
蔵
 

思
想
に
関
す
る
幾
つ
か
の
重
要
な
論
文
を
克
表
し
て
 

 
 

づ
 （
の
（
お
の
 

，
つ
 Q
.
 ポ
目
 ww
k
 
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
ぎ
 
臣
 0
 由
 /
 。
 ヱ
 0
 コ
 

の
中
に
そ
の
成
果
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
 

1
 
 （
 
っ
ワ
 で
 e
.
R
 

の
の
 ぎ
 ・
 巨
ま
 ，
チ
ベ
ッ
ト
 調
 （
一
一
世
紀
 、
、
 漢
 

訳
貧
 ・
の
）
）
 

F
.
 

ロ
 ・
）
に
つ
い
て
解
説
し
た
後
、
著
者
を
呂
 臼
 宙
の
ド
ハ
と
 

す
る
 チ
ベ
，
ト
の
 
伝
承
と
、
の
 ゅ
 「
 
リ
ヨ
り
 
（
 
一
 と
す
る
中
国
の
伝
承
 と
を
紹
介
 

す
る
が
、
結
論
は
保
留
す
る
（
 目
巨
 。
日
の
最
後
に
述
べ
る
㍉
 

Ⅱ
（
 p
 つ
 ・
）
 
っ
 
1
%
 ）
・
 R
 は
 褐
と
 散
文
か
ら
成
る
が
、
偶
に
は
 
木
偶
 と
 

注
釈
偶
の
混
じ
て
い
る
 現
 テ
ク
ス
ト
 

か
ら
、
木
偶
の
み
ん
抽
出
し
、
尺
の
原
型
を
推
定
す
る
こ
と
は
 容
昴
 で
は
 

な
い
。
漢
訳
は
現
形
の
蚕
・
（
の
 x
 （
に
対
応
す
る
択
に
先
立
つ
て
 、
一
群
の
 

褐
を
 別
 出
し
て
い
る
が
、
こ
の
 別
 出
さ
れ
た
掲
を
そ
の
ま
ま
 本
 偶
と
 見
な
 

す
に
も
問
題
が
あ
る
。
著
者
は
の
 ま
 ・
 
措
 ま
に
お
い
て
特
定
の
 偶
 の
み
が
 

か
 -
o
 
ォ
 a
 と
呼
ば
れ
、
注
釈
が
ど
 婁
ぎ
日
 ㏄
の
㏄
 

ぎ
ぬ
 r
p
 
ぎ
 4
 ゼ
り
ォ
ォ
ゼ
 

ゅ
と
 称
せ
 

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
漢
訳
に
別
出
さ
れ
た
一
群
中
に
 含
ま
れ
、
 

且
つ
の
 ォ
 （
・
 
庁
辻
 に
お
い
て
か
 
-
0
 
ヰ
 ㏄
と
よ
ば
れ
て
い
る
六
二
偏
在
 
 
 

そ
の
中
で
本
 偶
 と
見
 徴
 す
の
に
疑
わ
し
い
一
四
偶
に
つ
い
て
 検
 討
を
加
え
 

た
 結
果
、
二
幅
を
は
ぶ
き
、
ま
た
㈲
純
粋
な
か
 -
0
 
カ
リ
と
卸
 
u
 ヰ
 

 
 

を
 区
別
す
る
。
そ
し
て
漢
訳
の
別
 出
偶
は
 
、
こ
の
外
に
諸
経
典
 中
の
警
 楡
の
 

 
 

に
塞
 い
て
つ
く
ら
れ
た
㈲
 E
&
w
 
ま
お
偲
を
も
ふ
く
 む
 こ
と
を
 明
ら
か
に
㏄
 

し
、
 ㈲
㈲
は
㈹
に
比
し
て
成
立
が
や
や
遅
い
と
な
す
。
 

さ
，
 
り
の
諸
種
 

の
 観
点
か
ら
㈹
の
申
の
の
 蚕
 ・
 
括
笘
 
第
二
章
以
下
（
全
体
は
五
ゑ
 
早
 に
分
れ
 

る
 ）
の
 諸
 偶
を
除
い
た
 二
セ
 偶
を
以
て
 R
 
の
原
型
を
成
す
も
の
 
と
 結
論
す
 

る
 。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
著
者
の
方
法
は
極
め
て
周
到
綿
密
で
、
 こ
れ
は
 注
 

目
 す
べ
き
研
究
成
果
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
想
定
に
 よ
る
 原
テ
 

ク
ス
ト
は
中
っ
 
お
註
オ
 Ⅱ
 寂
や
い
お
 1
 お
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
  
 

皿
 

（
 
p
 や
き
 1
 ぎ
 ）
・
 R 
は
最
高
の
実
在
（
但
書
を
つ
け
た
上
で
 （
 汀
 

卜
汀
日
 三
の
と
い
う
語
で
表
現
す
る
。
 

ロ
 ・
 
ぎ
 ・
 コ
 ・
㍗
）
を
 
巨
 円
コ
ハ
ぬ
 

0
 円
 
く
ド
 

と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
論
書
で
あ
る
。
屈
ま
り
と
は
 仏
 
法
 
・
僧
の
 

三
宝
を
、
 

m
o
t
 

「
り
と
は
三
宝
と
い
う
結
果
に
対
す
る
原
因
（
 

m
o
 
宙
ぃ
 0
 回
 

義
異
語
 と
し
て
口
す
 目
宮
 ・
 眩
宙
 ・
㎏
 a
 「
 
ヴ
す
 
p
,
 
 
の
 （
 
c
.
 
 

が
挙
げ
ら
 

れ
る
）
を
 

意
味
す
る
。
三
宝
の
中
心
に
な
る
の
は
仏
宝
で
、
法
主
・
借
宅
   

ら
 必
然
的
に
派
生
す
る
。
か
く
て
（
注
コ
の
の
 
0
 巨
 り
と
は
 
ヴ
 二
曲
 
年
す
 
ハ
 %
0
 
由
 
Ⅰ
 
簿
 "
 

（
 
い
 ま
 ゅ
偲
 （
 
p
p
 
オ
リ
ミ
、
 
（
 
舶
壬
ゅ
 
m
p
 
（
 
p
m
p
 
手
ァ
 り
で
 六
り
 
Ⅰ
 
ワ
、
 R
 は
（
㏄
 ヰ
 Ⅰ
 
り
 ㏄
 9
 円
り
的
い
Ⅰ
 

｜
 

ヴ
オ
ぃ
 説
を
主
題
と
す
る
。
 

巨
 巨
材
 

m
p
 

（
 
い
 の
 ぃ
 （
 す
オ
 
㏄
と
は
と
り
も
 直
さ
ず
 衆
 

生
め
こ
と
で
あ
る
が
、
衆
生
を
こ
の
語
に
よ
っ
て
表
わ
す
の
は
 、
 ㈹
如
来
 

の
 如
意
 が
 衆
生
に
 惨
通
 し
て
い
る
こ
と
、
㈲
衆
生
は
本
来
最
高
 実
在
と
離
 

れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
㈲
衆
生
は
仏
 @
 如
来
と
い
う
 結
 果
 に
対
す
 

る
 原
因
で
あ
る
こ
と
（
 住
 ・
 
4
.
 

Ⅰ
㏄
ご
を
表
現
す
る
の
に
、
 
こ
 か
 
り
 伍
咀
が
通
 

助
 で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
 

さ
て
 R
 
は
そ
の
内
容
全
体
を
㈲
仏
宝
、
㈲
法
主
、
㈲
 
僧
宝
 、
 ㈲
如
来
 



蔵
、
 ㈲
菩
提
、
㈹
功
徳
、
㈹
休
業
の
 
七
 金
剛
 句
 
（
 せ
 p
4
 
（
 い
 つ
 u
&
p
 
）
に
よ
っ
 

て
 示
し
（
 ゴ
 ・
 き
 ・
）
ミ
下
ま
ご
、
結
果
と
し
て
の
㈹
 
｜
 ㈹
に
 対
 し
て
、
㈲
 

は
因
谷
往
 こ
㈲
 ｜
 ㈲
は
 繰
 
（
 
っ
 「
 
a
 （
 
せ
い
せ
 
巴
で
あ
る
 ど
 言
う
（
 ぺ
 ・
 
H
.
 

㏄
の
・
 

円
 （
・
 
ヨ
 ・
）
の
 

乍
 ）
 ゆ
び
 
）
。
し
か
し
著
者
は
こ
れ
と
は
 

異
る
 親
日
 右
導
 入
し
て
、
 

㈲
 ｜
 ㈹
を
 

m
o
 

庄
 り
の
四
つ
の
り
 る
 e
n
 
（
と
な
し
、
更
に
こ
れ
 +
 
ど
り
 り
 仁
の
 
0
 ｜
 

ド
の
 
つ
の
り
（
㈲
と
Ⅰ
 
ま
三
 （
 
ム
め
ロ
 
の
 c
 （
㈲
 ｜
 ㈹
と
に
分
け
る
。
前
者
は
 
㏄
い
日
田
自
 

（
 
り
 （
 
オ
の
 
（
 
ゅ
 。
後
者
は
田
「
 
日
麓
 西
荻
（
 ゴ
笘
ゅ
 で
あ
る
。
し
か
も
 
広
 壬
笘
自
そ
 

の
も
の
は
両
者
に
共
通
で
、
 

c
 き
お
 Ⅱ
 8
 玉
（
の
明
伸
 た
 成
立
 さ
せ
 ス
根
 

紙
 で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
 惧
 0
c
 
き
 山
名
 e
n
 
（
 と
亦
丁
 
-
 
げ
 。
 
著
 者
は
こ
の
 

観
点
か
ら
最
高
実
在
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
非
人
格
的
な
不
 
変
の
真
理
 

（
 
ハ
 （
 
ア
ぃ
 
（
 
a
.
 
 

（
 
り
 （
（
 
4
 曲
で
あ
る
（
 窩
 0
u
 
コ
ナ
い
 
の
 ロ
 の
り
（
）
と
共
に
 
、
主
  
 

て
具
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 

F
 目
 d
d
 
す
 u
,
 
 
（
 
ド
 （
 
ア
ゅ
の
 
の
（
 
a
 、
 &
 ぎ
 ぺ
 （
（
 

@
 
㏄
 オ
ゆ
せ
曲
 

で
あ
る
 
父
批
三
 （
よ
の
 
ロ
 の
り
 
ご
 。
（
但
し
こ
の
見
方
は
 
チ
 Ⅰ
 亡
 下
ヨ
 
L
 Ⅰ
 

一
致
し
な
い
。
 
ワ
 ㌫
参
照
。
）
仏
身
 説
 を
も
 ニ
 ㌍
観
点
小
ら
 
解
釈
し
よ
 

う
と
し
て
著
者
は
、
Ⅰ
 ぎ
 「
ヨ
英
 鍵
ぜ
 
a
 （
 
s
 せ
き
詩
ぺ
ヨ
付
 
如
 ・
）
を
 幅
 Ⅰ
 
0
 乞
む
 
隼
｜
 

の
の
で
の
 

0
 拝
弓
由
つ
ゥ
 
ー
 オ
 ・
（
の
り
 
ぎ
ヴ
す
 
。
 %
 ヨ
 曲
 １
オ
・
・
 

コ
ぃ
 
マ
ヨ
 リ
 ヨ
 %
 ル
 ー
マ
・
）
 

を
 「
 g
E
-
 
（
 
｜
 

雙
の
ロ
 

の
り
（
と
す
る
。
 殊
 し
こ
れ
で
は
整
理
し
切
れ
な
い
点
が
残
 モ
 。
二
日
 

は
そ
れ
ぞ
れ
の
 鼠
 「
 ま
り
 の
の
 
ぎ
や
い
 
（
 
色
ロ
ハ
 ～
 
W
 （
 壬
り
 お
 き
っ
 の
（
（
 

@
 と
さ
 れ
る
か
ら
 

で
あ
る
。
の
 
せ
 W
 「
（
す
の
 

紐
チ
っ
 ㏄
（
（
 

@
 
 
（
 @
 古
ぎ
ゅ
っ
 （
ご
は
著
者
の
見
 方
か
ら
す
 

ね
 ば
（
 

e
s
 

三
 t
l
 
ま
席
呂
 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
著
者
 は
宙
す
曲
弓
 
]
 

ヨ
笑
 倒
 せ
 い
 を
二
種
に
区
別
す
る
注
釈
の
見
解
な
ど
を
手
懸
り
 
に
し
て
、
 

評
 

お
の
（
 
-
-
t
l
 

り
の
つ
の
 

り
 （
を
 
目
 ミ
ヨ
㌻
当
の
か
ら
切
り
離
そ
う
と
 試
み
る
が
、
 
そ
 

の
こ
と
は
 R
 に
 基
 く
か
ぎ
り
不
可
能
で
あ
る
と
い
 七
拮
論
 に
達
 す
る
。
 

書
 

Ⅳ
（
 毛
 ・
 
び
甲
 ㌫
）
・
 R
 に
引
用
さ
れ
る
 
諾
駿
曲
 を
半
 げ
 、
如
来
蔵
思
想
 

の
 特
色
を
な
す
 n
@
-
 

（
 
い
 
っ
 
r
a
k
 
サ
 
（
 
@
.
 
ゆ
め
 
当
日
下
二
 %
 ハ
の
 説
を
㌧
 目
 
仏
典
 

に
ま
で
Ⅶ
 及
 し
た
 筏
 、
こ
の
思
想
を
喪
明
す
る
代
表
的
経
論
に
 つ
い
て
系
 

譜
 的
に
概
観
す
る
。
先
ず
三
下
 va
 
寸
チ
の
キ
 り
の
 
口
 （
「
 
ハ
の
 如
来
 性
起
 品
に
 

お
け
る
す
 ロ
 山
山
 
ぎ
宙
ぎ
ド
 
の
遍
満
の
思
想
を
轄
へ
の
前
提
と
し
 て
 -
 
簡
単
に
 

述
ぺ
 る
が
、
如
来
性
起
（
（
 
り
 （
 
オ
鍛
ド
 （
 
0
 与
が
（
（
 

ず
ド
ぎ
 安
安
こ
と
 如
 来
蔵
 と
の
 

関
係
に
つ
い
て
、
著
者
に
は
っ
・
の
の
・
 
コ
 ・
き
に
言
及
さ
れ
た
 
Ⅰ
 目
 
㏄
 P
 

イ
ロ
（
二
の
論
文
と
共
に
 、
奔
 れ
た
論
考
「
華
厳
教
学
と
如
来
蔵
 思
想
 

イ
ソ
 ド
 に
お
け
る
「
性
起
」
思
想
の
展
開
」
（
中
村
編
「
華
厳
 思
想
」
 所
 

収
 ）
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
⑧
 
円
ド
 （
 
ゴ
 
a
g
a
t
a
g
a
 

「
 
す
 ア
ド
㏄
 

由
 （
「
 
り
 

は
 、
 R
 第
一
章
の
主
題
で
あ
る
，
 き
 （
 
v
a
 
の
 
レ
 （
（
で
 

援
 
（
 
ぃ
 （
 
プ
ゆ
 
g
a
t
a
g
 

り
 Ⅰ
 
ヴ
ゴ
 
目
 さ
 Ⅱ
 

と
い
う
句
を
最
初
に
用
い
た
経
典
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
 饗
  
 

た
 R
 の
 ヂ
 Ⅰ
 ま
 
（
 
宙
 ま
り
 頭
 
a
 （
お
 い
乙
 ぎ
の
 三
 義
を
明
ら
か
に
す
 る
 ）
も
 こ
 

の
 経
典
に
拠
っ
て
い
る
。
次
い
で
⑧
 
卜
ぶ
沫
 （
Ⅱ
ヨ
凹
 

援
申
 （
（
の
 
宙
 一
 ン
コ
 由
｜
 

コ
ド
 
ぎ
目
 申
 
お
 い
 （
 
4
 ぃ
 
田
 Ⅰ
 
汁
 ぎ
が
 略
 々
同
時
代
に
（
後
者
が
や
や
 先
 行
 す
る
、
 

ロ
 ・
 
お
 ・
：
 乙
 ）
、
常
楽
我
浄
の
四
波
羅
蜜
を
詳
説
す
る
 
縮
呂
 い
す
 
羽
つ
 
㏄
Ⅰ
 
@
 
｜
 

三
ミ
 腎
ぉ
 目
口
 が
 両
者
よ
り
少
し
遅
れ
て
成
立
し
た
と
推
定
さ
 れ
る
。
 著
 

者
が
特
に
注
意
を
向
け
る
の
は
⑨
三
 % 典
当
 ハ
の
甲
 
（
 
ゆ
 一
の
日
ガ
 

岡
 屋
で
あ
 

る
 。
こ
れ
は
唯
識
思
想
系
の
論
書
で
あ
る
が
、
そ
の
第
九
章
に
 は
 如
来
蔵
 

思
想
も
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
章
は
全
体
と
し
て
 R
 と
親
近
関
係
に
   

で
あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
唯
識
思
想
と
如
来
蔵
思
想
と
の
関
係
 を
岡
 か
 
q
p
 
｜
 

偲
客
 ㌫
 せ
サ
 
（
（
 

@
.
 
毛
笘
 T
 サ
 
（
（
 

@
 の
 概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
 す
る
。
 唯
 

識
 体
系
に
お
い
て
 白
か
 
「
か
せ
 

ハ
 は
 
巴
 り
せ
じ
識
で
あ
る
が
、
 R
 に
お
 け
る
そ
れ
 

は
 
（
の
（
 

オ
鍬
い
こ
零
キ
ぎ
 ・
 m
o
 
ヰ
 り
で
あ
る
。
従
っ
て
前
者
は
 
い
 
い
 
「
 
り
ヒ
い
 
の
 

転
換
 
谷
ド
 「
 
W
 ヰ
 Ⅰ
（
（
 

@
 
）
を
、
後
者
は
ゆ
 ゅ
 
「
 
ふ
い
 
の
顕
現
 

a
p
 

（
 
@
4
%
 

（
 
（
 
@
 
）
 +
 
を
説
 

    103  (557) 



く
と
い
う
柑
果
が
あ
る
。
 

ゅ
か
 
r
 ぷ
 お
ミ
り
く
八
市
（
 

@
 の
 語
は
の
 白
 （
「
 
ゅ
 守
ぎ
 寸
功
Ⅱ
 
ぃ
 

に
お
い
て
始
め
て
用
い
ら
れ
、
下
紐
 ヰ
の
 
p
.
 
 

せ
 い
 の
 
E
 す
 ㏄
 已
 ぎ
に
 よ
っ
て
 唯
 

識
 学
説
の
術
語
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
。
 

R
 
の
注
釈
が
 
り
絆
ミ
 い
 の
で
 ぃ
｜
 

「
 
w
4
 
サ
 （
（
 
@
 を
 で
は
な
く
っ
 農
才
 Ⅰ
（
（
 

@
 を
 説
く
の
は
、
そ
の
作
者
 が
中
の
 い
 か
 ｜
 

幅
 p
 、
 絹
 a
s
u
 
絃
 乱
臣
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
と
著
者
は
結
論
す
 
 
 

V
 
 （
 ヨ
 ・
か
で
り
さ
・
 
R
 
と
同
時
代
ま
た
は
 R
 
よ
り
後
に
成
立
 し
た
 諸
 

経
論
の
内
容
が
概
観
さ
れ
る
。
㈲
大
乗
法
界
無
差
別
論
は
 R
 と
 共
通
点
を
 

多
く
も
ち
、
 
R
 
の
注
釈
と
同
じ
思
想
的
立
場
に
立
っ
て
書
か
れ
 て
い
る
か
 

ら
 、
著
者
聖
意
 は
 R
 
の
注
釈
者
と
同
一
人
物
か
も
知
れ
な
い
と
 著
者
は
推
 

定
 し
て
い
る
。
㈲
仏
性
論
は
 R
 と
 
べ
 お
り
。
 
卑
 注
す
 由
 ま
に
 基
い
 て
 、
の
り
「
 
一
 

す
 ま
説
 と
 唯
識
説
を
結
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
㈹
 
無
上
 体
 

経
は
 R
 に
 塞
 い
た
経
で
、
㈲
の
み
に
引
用
さ
れ
る
か
ら
、
㈲
 の
 説
を
権
威
 

つ
け
る
た
め
に
、
真
諦
又
は
彼
の
系
統
の
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
 セ
 
 
 

推
定
が
下
さ
れ
る
。
最
後
に
㈲
 
ぎ
臣
ア
 a
v
a
 
（
 
ゅ
ぺ
 
笘
の
口
（
「
 

い
 と
㈲
 
大
乗
起
債
 

論
 が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
Ⅰ
さ
せ
に
お
い
て
如
来
蔵
 
思
 相
ゆ
め
マ
 

ホ
義
胆
 

が
 、
可
成
り
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

Ⅵ
谷
ロ
・
の
 亡
の
ぃ
 
）
・
 R
 
は
そ
の
の
 

E
F
 

（
 
@
 
（
 
-
 
の
が
示
す
よ
う
に
、
 

一
切
 皆
 

空
を
説
く
般
若
経
を
吝
ミ
ド
と
す
る
 
c
 ヱ
牡
ザ
 （
 
り
 コ
 
%
 い
と
し
 て
、
 空
の
 

真
の
意
味
を
開
示
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
。
空
が
真
に
意
味
す
 る
の
は
、
 

煩
悩
持
主
 と
、
 仏
の
功
徳
の
不
空
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
 、
 

0
 基
調
を
 

な
す
。
従
っ
て
、
煩
悩
を
否
定
す
る
 
笘
ヨ
 ㏄
 冨
サ
 盲
目
㏄
 
は
 直
ち
に
 最
 

高
の
実
在
を
衆
生
に
開
示
す
る
（
の
（
 
屈
ゅ
甘
 a
-
a
 

す
 年
す
 -
@
.
 
 

と
 れ
 る
べ
き
こ
 

と
が
強
調
さ
れ
る
。
即
ち
智
慧
 
a
 屈
古
 じ
と
共
に
慈
悲
 
父
 ド
ペ
 
Ⅰ
 コ
ゆ
 
"
 

ョ
巴
 （
 
r
@
 
）
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
同
じ
く
 般
 石
経
の
後
 

に
そ
れ
を
批
判
し
つ
つ
 

展
仇
 し
た
唯
識
 忠
 を
ど
共
通
Ⅱ
特
徴
を
 
 
 

し
 R
 
 
に
は
唯
識
派
の
基
本
紀
 典
 
㏄
 り
 コ
 4
 ゴ
ぎ
ギ
ヨ
 
o
n
p
 

コ
 の
の
 
口
 （
 
q
p
 
 

か
，
 
 
 

も
な
く
、
三
性
説
、
 

ゅ
 -
p
 
）
ハ
識
も
説
か
れ
な
い
。
ま
た
 

R
 が
そ
 
 
 

 
 

さ
れ
て
い
 

如
来
蔵
思
想
と
唯
識
思
想
と
は
、
前
者
が
 
n
@
 
（
（
 

p
o
 

「
 
ハ
ガ
 
Ⅰ
（
 
@
 
 
を
胎
 
杣
川
 

謝
 す
る
の
に
対
し
、
後
者
が
煩
悩
の
 
ゅ
か
 
「
 ふ
 い
と
し
で
の
 
w
-
p
 

悶
 
講
説
 

を
 中
心
に
す
る
占
に
お
い
て
実
っ
て
い
ち
の
で
 曲
こ
 。
著
者
は
 
ま
た
、
 R
 

が
 最
高
実
在
を
背
走
的
に
定
立
す
る
点
に
お
い
て
 ウ
パ
 
ニ
シ
ャ
  
 

ヱ
 ー
ダ
ー
ン
タ
思
想
に
親
近
性
を
も
つ
こ
と
を
 
朋
凸
 、
口
口
下
 ヨ
い
ヨ
ぃ
巴
 

な
 思
想
と
大
乗
仏
教
と
の
影
響
関
係
の
歴
史
的
な
研
究
を
将
来
 0
 課
題
と
 

し
て
い
る
。
 

最
後
に
 R
 の
著
作
年
代
及
び
著
者
に
つ
い
で
の
見
解
が
次
の
よ
・
 

つ
に
ュ
 
-
 
ぁ
 

著
作
年
代
の
 
ヒ
 限
は
之
目
的
 叫
 （
 古
コ
 a
.
 ト
 「
 セ
い
 
隼
の
セ
曲
 

に
 、
下
限
は
日
オ
オ
 ゆ
せ
 
p
d
w
 

（
 ぃ
 
漢
訳
の
年
（
 ト
 の
の
 

P
.
 

ロ
 ・
）
に
 あ
り
、
 現
 

形
の
成
っ
た
の
は
下
の
㏄
か
め
 a
.
 

づ
り
の
 

u
b
a
 

コ
 d
 ゴ
ロ
以
後
（
五
世
紀
 
初
 頭
 」
、
 原
 

型
は
下
銘
す
 g
a
 よ
り
も
古
い
。
注
釈
は
の
 ゅ
 「
 
ド
日
 苫
の
作
で
 あ
り
、
 原
 

型
は
恐
ら
く
 呂
注
 （
「
の
 

円
 p
 の
手
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

目
注
 巨
 の
せ
 
い
 の
 

諸
著
作
の
中
で
 R
 は
下
す
三
 %
 ヨ
ギ
日
 ㏄
 チ
 オ
自
ふ
以
後
、
の
 
巾
巨
鋤
 
下
田
 オ
斜
 
Ⅱ
 ぃ
 

以
前
と
推
定
さ
れ
る
。
著
者
及
び
年
代
の
確
定
の
た
め
に
は
、
 な
お
、
 入
 

大
乗
論
の
著
者
 堅
意
 と
の
 ゅ
 q
p
 
ヨ
ド
 （
 
@
 の
 同
異
 や
、
め
 ぎ
 ぃ
ヨ
注
 @
 二
人
 説
 

な
ど
を
も
検
討
す
る
要
が
あ
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

Ⅰ
 
コ
 （
 
r
o
d
u
c
 

（
 
一
 
0
 コ
に
 続
く
 
留
コ
 0
 写
抜
は
 、
木
偶
・
注
釈
 褐
の
 番
号
、
 

の
ま
・
チ
ベ
ッ
ト
 
調
 ・
漢
 訳
 の
 頁
 、
引
用
経
論
の
出
所
、
仏
性
 論
 ・
大
乗
 

法
界
無
差
別
論
・
無
上
 仏
 経
の
対
応
箇
処
を
示
す
表
を
附
し
た
 詳
細
な
も
 



の
で
、
関
連
文
献
を
研
究
す
る
者
に
極
め
て
有
用
で
あ
る
。
 

本
書
の
主
内
容
を
な
す
 
円
 r
p
 
コ
の
 
-
a
t
@
o
 

コ
が
の
 ミ
 ・
（
の
の
（
に
 

基
 く
と
 共
 

に
 、
 蔵
 ・
漢
南
訳
を
参
照
し
た
周
到
な
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
 た
も
の
で
 

あ
る
こ
と
は
饗
に
述
べ
た
。
脚
注
 は
 既
述
の
価
値
を
も
つ
と
 同
 時
に
 、
本
 

輪
中
の
関
連
何
処
や
他
の
関
連
文
献
へ
の
言
及
を
豊
富
に
ふ
く
 み
、
ま
た
 

特
殊
な
術
語
や
仏
教
の
下
・
 

鯨
笘
に
 特
有
な
語
形
に
つ
い
て
の
 適
切
な
説
 

明
 も
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
 

R
 の
解
読
は
決
し
て
容
易
 と
は
 @
 
白
 え
 

ず
 、
高
崎
氏
の
 
奔
 れ
た
研
究
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
問
題
点
の
 残
 る
の
は
 避
 

け
 得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
評
者
の
気
付
い
た
点
を
 、
 本
書
の
中
 

心
を
成
す
如
来
蔵
の
十
義
の
部
分
（
の
 
ガ
 （
：
 毛
 ・
 
ぎ
 ・
 ま
 ・
ド
 ニ
 
つ
つ
・
Ⅰ
の
む
 

｜
 

お
 こ
に
範
囲
を
限
っ
て
記
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
 

（
解
読
上
 

の
 問
題
点
 は
 つ
い
て
は
、
近
日
 
ぎ
ヰ
 。
 ム
 「
 り
 三
晋
Ⅰ
。
 け
 （
 コ
 已
に
 掲
載
さ
れ
 

る
ナ
ミ
 ・
 繍
 
）
 0
 月
の
書
評
に
詳
し
く
挙
げ
ら
れ
る
筈
で
あ
 
る
 0
 
印
 。
 

）
 0
 コ
帆
 氏
か
ら
著
者
高
崎
氏
の
許
に
送
ら
れ
た
書
評
の
原
稿
の
 写
し
を
 、
 

高
崎
氏
の
好
意
に
よ
り
、
本
稿
の
印
刷
に
先
立
っ
て
見
る
機
会
 が
 与
え
る
 

れ
た
の
で
、
こ
こ
に
は
 
緒
 
）
 0
 コ
幅
 氏
の
指
摘
し
て
い
る
点
は
 ふ
く
ま
な
 

い
こ
と
と
し
た
。
）
 

の
 @
 い
い
コ
 
の
オ
ペ
 

ぎ
宮
お
 （
・
 ド
プ
 @
 円
ぺ
 
p
n
 
の
 了
 （
 
ざ
 タ
づ
 
@
 チ
ベ
ッ
ト
 訳
、
 

の
 -
 漢
訳
。
偶
は
 
ゴ
 ・
で
も
詩
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
紙
面
 の
 都
合
上
 

改
行
せ
ず
、
各
行
の
は
じ
め
の
大
文
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
 

の
 ・
 
つ
 ・
い
の
 
一
 u
u
u
@
 

口
 ロ
ゴ
 
ビ
田
助
臣
り
 

三
ぃ
Ⅰ
の
 
ぃ
ヨ
 巴
の
り
 ヰ
 
甘
く
り
 

ヘ
リ
 
い
の
の
ロ
コ
コ
 

注
 （
 ヨ
 田
 ド
ぃ
｜
 

評
 

の
 
日
ゆ
リ
ペ
ハ
 

ピ
リ
ド
く
曲
（
 

つ
 Ⅱ
㏄
ア
サ
 

-
 
ヒ
ゆ
 ㌔
 す
 a
u
 

山
山
 

す
 e
 幅
 o
 （
「
 
e
 （
 
り
 井
口
す
い
 

-
 
の
の
㎏
の
つ
り
 

い
り
 
Ⅰ
村
ヰ
 

（
 ト
リ
ご
 ・
 円
 （
・
 
ロ
 ・
 ト
つ
つ
 
一
づ
 す
 0
 日
王
ミ
（
乱
の
の
 
o
h
 巨
ぎ
 ㏄
 ヴ
臼
 百
 ㏄
の
㏄
Ⅱ
の
 

重
目
 ぎ
 。
ざ
ヰ
 
0
 色
 ぎ
 
（
 
ゴ
め
 ㏄
佳
句
 
巨
す
 
p
-
 
の
ヒ
ヰ
乙
宙
 
。
 日
 。
 づ
討
ぬ
 
～
 
l
@
 ヨ
 臣
 @
 
い
 。
 け
 -
 
い
佳
 
0
 コ
。
の
の
 

あ
コ
 Q
 づ
 ー
し
年
生
す
㎏
目
 
い
 斤
目
Ⅰ
 

e
,
 

日
 ㌔
㏄
 ド
 0
 旬
 窯
 叱
れ
ま
Ⅰ
 

M
-
 

ト
氏
ぃ
叶
毎
 

@
 
～
 
匂
夷
 
-
 
へ
 
っ
づ
併
す
 
め
 

の
浅
日
 
0
 （
（
 オ
 の
し
 ヒ
 山
ヰ
 
オ
 p
@
 
・
・
・
こ
こ
に
甘
ヲ
 コ
注
 Ⅱ
 ヨ
ぃ
 写
り
 
生
 尾
崎
 氏
は
 

ま
 0
 ヨ
 三
 （
 
@
 
（
 
し
ら
 
の
の
 0
 （
 臣
ぎ
幅
 
す
り
 
ぎ
 め
の
の
（
 @
 臼
田
「
）
 @
 
ヨ
ヨ
 の
り
 
珪
 -
 
い
キ
 
の
 @
 
ツ
 
0
 の
の
 

と
 解
釈
し
て
い
る
。
然
し
 
ト
ぎ
 
は
、
注
釈
褐
 
戸
 ぎ
に
よ
   

三
器
 ぎ
ヴ
廷
 
ま
田
オ
 ゅ
 や
り
が
衆
生
界
に
遍
満
し
て
い
る
こ
と
、
 

守
 一
 叶
い
 
日
 
オ
ハ
 
田
け
 

が
 
一
味
無
差
別
で
あ
る
こ
と
、
⑧
 
G
 巨
 Ⅰ
 ァ
 Ⅰ
 肖
 0
 で
 ド
 
が
 あ
，
 
り
 ゆ
る
 衆
 

主
 に
存
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
 、
で
 ・
ぎ
に
 対
 す
る
散
文
 

の
 注
釈
に
ほ
こ
れ
ら
が
 
已
 
（
 
り
 （
 
オ
 ゆ
め
 
ぃ
 （
 
り
，
 
&
 甘
 p
q
 
ヨ
 生
翁
Ⅱ
 
ぃ
 
0
 通
 満
、
 
⑧
 

宙
壬
り
幅
ぃ
 
（
 ザ
 あ
ま
り
繍
の
一
味
無
差
別
、
㊥
口
目
 
り
 零
落
 品
 。
 巨
 い
 の
存
在
 

と
 説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
 
、
 
（
 
ド
コ
 
土
田
「
 ヨ
り
に
い
 の
 
守
 色
は
 

の
ハ
 
（
（
 
ピ
 p
q
w
 

か
 @
 を
 で
は
な
く
、
 
す
 目
ロ
 
年
 ぎ
を
指
示
し
て
い
る
と
 
理
 解
し
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
ド
 ア
 臼
 （
 @
 
ヨ
ヨ
 お
 三
ド
（
の
 

号
 拐
は
田
の
 @
 
ヨ
コ
 
）
 
p
n
c
 
-
 
り
日
 
0
 づ
 0
 の
の
 

と
 改
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
 寸
 （
も
 ァ
 a
-
a
 
を
高
崎
氏
は
ざ
 の
弓
の
の
 

屈
 -
 
（
 

父
汗
 
r
e
s
 

日
 （
 卸
 
@
 
ヨ
ヨ
お
日
の
（
の
 

コ
 の
の
の
。
：
ど
と
な
す
。
し
か
 
 
 

は
の
 o
 （
 
r
a
 （
 
g
 宵
日
 ）
の
結
果
と
し
て
の
す
 u
d
 
ロ
 ゴ
 a
 （
り
を
意
味
 す
る
と
 理
 

解
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
 
ね
 ち
、
 
ヴ
仁
宙
 
年
す
 
p
l
 
の
 0
%
 い
 に
お
い
 

て
 、
そ
れ
の
結
果
（
 @
 す
 隼
斗
 
卸
審
壷
 ）
が
け
 ロ
 a
c
 
ゅ
へ
い
 
さ
れ
る
、
 
換
 冒
 す
れ
 

ば
 、
衆
生
に
原
因
と
し
て
の
 す
 Ⅰ
年
年
 
p
l
g
o
 

帝
 ㏄
が
あ
る
と
い
う
 こ
と
は
、
 

二
次
的
意
味
と
し
て
、
衆
生
が
す
立
ヰ
年
ま
（
り
を
結
果
と
し
て
 

も
つ
こ
と
 

を
 意
味
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

コ
 ・
の
に
引
用
さ
れ
た
い
 ぎ
 Ⅰ
ー
 
ヴ
ヘ
田
 

㏄
拍
の
 

ギ
 0
l
 

審
（
 

串
 （
 
a
g
 
の
る
巴
は
 
u
p
 
お
 母
の
の
訳
語
と
し
て
普
通
で
 

ヱ
コ
 

（
 
プ
 の
の
の
 
コ
お
 0
 （
・
 

c
a
 

（
 ぃ
 （
 
@
.
,
 
 

「
の
の
ぎ
の
③
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
 な
 お
、
円
プ
の
 

 
 

や
ト
 の
㏄
に
、
百
 -
 （
 
ぃ
田
ア
り
ゆ
 

の
（
 

9
l
 

年
 ゴ
ド
ペ
ヨ
ぃ
オ
り
 

せ
 p
.
 ⑨
 一
 。
 
よ
ハ
 （
 
オ
 ㏄
（
 
ゆ
 
。
（
 
せ
 。
 ｜
ぴ
 

Ⅰ
。
 
宙
ぃ
 0
 缶
 T
 の
百
二
 3
 を
蕾
も
仁
（
二
心
 
ド
に
 
（
・
 

:
0
 

（
（
 

ヰ
 ㊦
円
 い
 巨
り
 幅
 
ぃ
円
こ
 
・
 -
 
団
 ニ
 
%
 皿
 



を
ガ
 a
r
 
ヨ
 ぃ
色
す
 
%
 「
 簿
目
い
 に
（
ま
の
 
円
笘
プ
鋤
浪
ぃ
紬
 
す
の
 
ぎ
む
 ま
の
局
の
 p
-
@
 

（
 
せ
 ・
・
・
・
）
 

読
ん
で
い
呂
が
 、
 ㊥
も
（
 汀
 
寮
生
モ
目
口
 0
 づ
㏄
 
臼
ぃ
む
丼
 
（
 
ハ
 と
す
べ
き
 

で
あ
ろ
う
。
 

の
 ・
 
づ
 ・
㏄
 
ウ
 一
口
す
い
 
-
 
の
 （
（
 

@
 ：
・
 ぃ
 ㏄
円
目
Ⅱ
 

づ
 @
 
り
す
麓
 
１
 %
@
 
で
り
ぺ
 

㎏
 鋤
 ㏄
 
い
１
 
で
Ⅱ
 
ド
 由
で
い
 
ガ
り
 
い
 ー
で
Ⅰ
 

い
｜
 

す
ア
り
ユ
 
臼
ョ
（
 

4
.
 

ま
 ）
・
 円
 （
・
 
ロ
 ・
 
2
0
 
色
：
 q
 い
 に
高
崎
氏
は
 
円
プ
の
 い
 0
 コ
オ
 
の
レ
ハ
 

硅
 

0
 （
（
三
の
 
4
 の
（
の
の
 

乙
コ
 0
 （
の
 o
 
n
-
 

の
 p
q
 

と
述
べ
、
 

浄
 
・
 楽
 
・
 我
 
 
 

羅
蜜
は
、
せ
舌
ハ
 「
 
せ
 ゆ
の
 
曲
 。
 ま
瀋
ミ
ギ
 ㏄
（
 @
a
 二
 %
 ぷ
目
こ
 

種
の
謬
見
 

（
 
浄
 
・
 楽
 ・
 我
 ・
 常
 ）
の
反
対
（
不
浄
・
 
ミ
 
・
無
我
・
無
常
）
 

を
更
 

に
 否
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 

c
a
 
（
 
ヒ
 「
 v
 監
ム
 ま
 %
 「
 
ゼ
り
 
の
り
と
 あ
る
べ
き
 

で
は
 な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
念
友
提
出
し
て
い
る
。
 

殊
 し
づ
も
 の
も
こ
の
 

修
正
を
裏
づ
け
な
い
か
ら
、
 

c
a
 

（
昌
已
 

d
 オ
ド
去
る
 
り
 に
 ゅ
 の
 
ぃ
 は
・
（
 毛
 0
 片
 @
 
コ
 し
の
 

0
 （
 廿
 （
 
0
 二
片
ぎ
絃
 0
 コ
 ・
（
 浄
 
・
 楽
 
・
 我
 
・
 常
 、
並
び
に
不
浄
・
 
苦
 
・
無
我
 

無
常
）
を
ふ
く
む
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
同
氏
は
考
 え
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
散
文
の
桂
択
を
玩
ん
で
行
く
と
、
先
ず
 浄
 
・
 楽
 

我
 ，
常
の
 

否
定
で
あ
る
不
浄
・
 
苦
 ・
無
我
・
無
常
が
 
せ
ぢ
ゥ
 
「
 
せ
 り
 s
p
l
v
 

迂
き
 せ
 ぃ
 ㎏
 い
 と
 井
件
 

せ
ら
れ
、
続
い
て
、
 

ロ
 ・
 ぎ
，
尹
 ㌫
 ム
 日
田
 ヰ
ぎ
こ
 の
 w
p
 三
 （
 
せ
 W
 色
目
ド
オ
ー
 

m
a
 
り
 ㏄
 田
ヰ
 a
 手
り
い
い
 
（
 
ぃ
年
オ
ぃ
 

「
 ヨ
が
ダ
ぃ
 
Ⅱ
の
 
ヨ
 
ぃ
乱
三
オ
 
ユ
ド
 
ゆ
す
り
ま
 
つ
 り
Ⅱ
 
ゼ
臣
ひ
 

0
-
 す
ア
 
@
 

づ
 Ⅱ
 
0
 円
 
0
 ：
・
（
 

円
 （
・
 づ
 ・
い
つ
の
 

@
 く
 
Ⅰ
 
コ
ロ
 
・
り
ぬ
史
臣
・
（
 

す
 @
 
の
へ
 り
Ⅱ
 
ぜ
 
八
二
。
 

目
 0
 コ
 0
 外
臣
。
 
コ
｜
 

口
目
目
ど
。
コ
ロ
 

玉
 -
 
ヨ
 三
 %
 年
ハ
の
 -
 ヰ
ニ
 
仁
臼
 
。
 コ
 ・
名
品
 す
 Ⅱ
の
Ⅰ
。
Ⅱ
。
 

臣
り
 
0
 田
 
っ
 %
 
オ
 。
 

A
b
 の
 o
-
u
 

（
の
 已
 。
 牙
 
0
 （
（
 
オ
 0
 円
い
 
-
 
す
り
ぬ
 
り
 （
 
a
.
.
 

こ
と
述
べ
ら
れ
て
い
 

の
 m
 
い
 

は
 直
前
に
あ
る
く
ぢ
代
 
窩
紐
毛
ぢ
 p
q
 
ぜ
ハ
ぷ
 を
指
示
す
る
 
月
ぺ
 ・
 p
 く
 -
 
つ
 ㏄
Ⅱ
Ⅱ
 

｜
 

盟
い
と
 換
言
し
て
訳
す
㎡
四
種
の
謬
見
の
反
対
で
あ
る
不
浄
 

苦
 ・
 無
 

我
 
，
無
常
の
観
念
は
、
 
浄
 
・
 楽
 
・
 チ
 
・
常
で
あ
る
如
来
の
法
身
 
に
 関
し
て
 

は
 却
っ
て
謬
見
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 「
こ
こ
で
は
」
（
 ぎ
の
 -
 つ
ま
り
 

ヌ
 ま
に
お
い
て
は
。
 

ゴ
 ・
に
な
し
）
 
ま
罵
 お
打
Ⅰ
 ま
憾
ぺ
 

 
 

ま
居
 屯
援
い
 
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
注
釈
の
文
に
照
 ，
 
ら
し
て
 見
 

⑨
 

れ
ば
、
高
崎
氏
の
疑
念
は
解
消
し
た
筈
で
あ
り
、
 コ
 ・
蕊
は
改
 訂
さ
れ
ね
㏄
 

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

の
 ・
 
つ
 ・
 
い
 Ⅰ
・
 れ
卜
 
・
Ⅰ
 
い
 １
ト
㏄
 
@
 の
り
Ⅰ
 

ぺ
 0
%
 弔
 い
コ
 
せ
 い
ヱ
 
Ⅰ
 
田
す
せ
 

り
Ⅱ
 由
て
ぃ
建
 

@
 
オ
リ
 
ヨ
 
い
 任
の
円
 

｜
 

の
つ
 
り
 ヴ
す
臣
へ
 

い
 き
つ
い
 ㌔
 ぺ
 ㌢
 3
0
%
 
せ
 目
つ
㏄
 
頭
 ㏄
 日
プ
 ・
 円
 「
・
 
ロ
 ・
㏄
 
ト
つ
 
@
 ）
 
づ
ヰ
の
 
の
 Ⅰ
 @
 い
 @
 

田
ゴ
の
 
0
 和
 
す
の
 
へ
 田
山
 
0
 ド
り
ゴ
ぃ
 

㏄
 り
 。
二
の
 

-
 
宙
伶
 
Ⅰ
 芹
ゴ
 
0
 円
 
プ
 -
 
コ
 幅
の
り
。
 
コ
の
 
-
 
ひ
 目
コ
 
幅
 。
 片
片
 
つ
 Ⅱ
（
（
 

@
,
 

の
ヰ
 
n
.
 

り
の
 

円
プ
 
0
 円
 ぬ
 。
 叩
 
討
つ
悪
心
 

討
ヰ
 寸
心
㎏
Ⅰ
Ⅰ
 
寅
つ
 Ⅰ
 叶
甜
 
い
ま
さ
Ⅰ
 

0
%
 

～
 お
 Ⅰ
 ヰ
ま
 
ド
 %
 

ぃ
 （
 
り
 （
の
 
せ
け
ヴ
プ
目
 

く
の
 
ぎ
ヒ
お
 巨
は
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
目
出
 ヨ
ザ
 の
 づ
 ハ
ヴ
す
岡
へ
い
き
 

v
a
 

の
（
 

ヒ
の
 意
味
で
あ
る
。
 

a
 壷
 t
l
 を
目
コ
 r
 
の
 酊
と
 解
す
る
の
は
 適
切
で
は
 

、
日
二
つ
 

仁
 ㏄
 す
 ド
ア
の
 

せ
 守
り
オ
ド
オ
の
 
コ
い
 
片
目
Ⅱ
の
 

0
 ヰ
荏
 
す
い
 
円
 （
 @
H
 
円
の
 
0
 ）
 -
 と
で
 

も
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

の
 ・
で
・
の
 

ダ
ハ
 ト
ト
一
の
㏄
Ⅱ
 

づ
 ㏄
 円
 
Ⅱ
 ぃ
 
㌧
 り
 Ⅰ
角
弓
 

二
ぃ
 
口
ヰ
 
り
 Ⅱ
う
コ
 

曲
抹
へ
い
 

Ⅱ
㎏
㏄
 

オ
ミ
ヴ
 

す
 仁
井
せ
曲
 

｜
 

の
の
ぎ
 
年
ぃ
 
（
い
 
い
コ
い
年
 
・
・
・
 
円
 「
・
 
ロ
 ・
㏄
Ⅰ
仁
 

@
 ア
 0
 ア
 い
 の
寸
め
Ⅰ
 
玉
 ぬ
も
 
臣
吏
 
㌧
 雨
 Ⅰ
 0
%
@
 

ミ
 ㏄
 斗
 

叩
討
 
㏄
つ
ま
 
奉
 @
 
㌧
 ド
 心
の
い
ざ
 

い
馬
つ
 
L
 
Ⅰ
 侍
す
 
ひ
で
 つ
ヒ
そ
 

の
Ⅰ
 0
 六
円
す
の
す
 
お
 す
の
の
舛
田
 

へ
け
田
 

す
 め
ぺ
 
の
Ⅱ
 
ぜ
｜
 

ま
汀
お
 ・
 紹
ぎ
ぎ
ふ
 当
り
ほ
こ
こ
で
は
 9
%
 
注
ざ
 の
か
ら
の
派
 空
語
、
 示
 

現
す
る
こ
と
の
意
味
に
と
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
 
C
 （
・
 
づ
 ・
の
 

d
O
 

コ
 ー
で
い
し
。
 

そ
し
て
七
手
 
す
 Ⅰ
 甘
ド
は
 先
行
文
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
の
 
さ
ヨ
臣
す
 @
 を
 修
習
 

し
た
 
（
 
ぃ
 （
 観
偲
 （
 
い
 の
威
力
で
あ
ろ
う
。
 

汗
紳
 。
 謂
オ
乙
 
n
o
 
ヰ
 0
 Ⅰ
の
 
-
 
幅
 コ
目
Ⅹ
 

0
 メ
 
・
 
浅
 
（
 
ゴ
 の
の
 毛
ま
鼠
ぎ
バ
 巴
で
。
 毛
巽
 0
 （
…
と
評
者
は
理
解
し
た
 
 
 

の
 ・
 
つ
 ・
㏄
 
り
 ・
㌣
㏄
 @
 佳
い
年
笘
コ
の
 

づ
り
 隼
 す
の
Ⅰ
 
ヨ
ル
串
す
 
町
ヰ
Ⅰ
い
り
 

日
 曲
ヨ
 建
村
プ
の
コ
ぃ
 円
 「
 

つ
い
Ⅰ
 
つ
 @
 ド
 オ
 の
「
の
（
 

0
 「
の
 
，
す
ぜ
 
（
 
す
ず
 ～
 
さ
 ～
「
 
つ
目
 
悪
 い
 ～
～
 
つ
 ぶ
 さ
 
（
 
ゴ
の
 （
 
ゴ
の
 
。
Ⅰ
Ⅱ
。
 
片
 

（
 
ブ
 の
中
ヴ
 の
 
0
 ざ
 方
円
の
の
 
ひ
コ
 
n
o
 

。
：
 

ふ
コ
 
の
 目
 P
 ：
 l
 ヨ
 仁
 オ
ア
 
0
 コ
 り
 で
 
す
せ
ヨ
 の
い
コ
 
の
 0
 Ⅰ
 

（
三
の
で
七
の
っ
て
 
、
 
ヨ
け
 ガ
 す
の
が
 
@
 
コ
 （
「
 
っ
年
 
u
c
t
@
0
 

コ
 
を
妾
忘
昧
ヰ
り
る
 
の
で
は
た
 



  

 
 

 
 の

 ・
 
ト
つ
、
 
ミ
 リ
 @
 円
ぃ
口
 

り
コ
せ
 
の
り
 ぃ
ヰ
 
へ
 り
 Ⅰ
 
0
.
 Ⅰ
古
す
 

目
 ）
で
Ⅰ
 
い
 す
 ア
り
 
色
ド
 
コ
 @
 
日
ロ
 
の
 い
ゆ
 
宙
 0
 せ
 %
 

v
e
d
 
岸
 a
v
 
ヒ
巴
レ
円
 「
・
 
づ
 ・
い
の
つ
 

一
 
0
 （
 
す
の
 
（
 円
 
っ
目
 
パ
の
 u
 ヴ
 お
 い
 （
の
の
 
ゴ
っ
 
三
色
 ヴ
 の
仁
 二
ロ
 
0
 Ⅱ
 l
 

簗
つ
 
。
 ら
 ～
 
討
ド
も
 
悪
心
む
ヰ
討
夷
も
芯
 

ト
 
Ⅰ
二
 %
 曲
ぃ
 R
 ト
田
 
Ⅰ
 お
 Ⅰ
 蓮
つ
養
ロ
 
。
二
の
い
り
 

プ
 の
 廷
 す
抽
 。
片
口
 

こ
れ
は
如
来
蔵
を
（
Ⅰ
）
 

ぎ
き
プ
貿
い
 
か
ら
（
 ポ
 ）
下
紐
下
す
 ゴ
 の
 敏
 
ま
で
 

0
 千
視
点
か
ら
説
明
す
る
申
の
 、
 
（
 韻
 ）
の
序
文
を
な
す
個
所
 で
あ
る
。
 

こ
れ
に
先
立
つ
（
 目
 ）
 せ
ハ
 
（
（
 
@
 に
お
い
て
、
 づ
 Ⅰ
（
 
す
い
注
昌
 -
 ゅ
 （
 吋
 ぃ
 （
 @ ヴ
 o
 ｜
 

隼
 ま
の
 痒
 才
こ
・
 
紐
ヨ
 ヴ
ロ
年
 
4
 ぎ
の
三
者
が
区
別
さ
れ
た
。
（
 圭
 ）
 以
下
（
 お
 ）
 

ま
で
の
 四
 主
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
三
者
の
区
別
に
し
た
が
っ
 て
 説
明
す
 

る
 

但
し
（
 宮
 ）
に
お
い
て
は
 紐
ぎ
す
 け
色
ロ
プ
 

リ
 の
み
。
 ｜
と
 い
う
こ
と
 

を
、
つ
 （
 a
 主
色
 p
l
 
田
 Ⅱ
年
の
か
 

ゅ
 （
 @
1
 
い
う
語
は
意
味
す
る
も
の
と
 理
解
さ
れ
 

る
 。
し
た
が
っ
て
 、
 
・
 円
オ
 
（
 0
 輻
す
 （
下
の
鍵
三
八
 
コ
笘
ざ
コ
ぎ
 
p
 い
 り
 0
 Ⅰ
 
巨
り
コ
 
。
 の
 

安
 @
 
（
プ
子
の
（
（
 
す
 （
の
の
（
 

0
 圧
 ）
日
立
 ぎ
ユ
 @
o
 
コ
 （
 音
憶
 0
 三
こ
 -
 と
で
 も
す
べ
き
 

で
あ
ろ
う
。
 

の
 ・
 
づ
 ・
 
ヰ
ひ
 
@
 ぢ
コ
ヨ
曲
笘
ざ
セ
 

㏄
の
㏄
 

つ
い
 
ヨ
円
円
 
0
 ・
 笘
庁
ぃ
 コ
コ
田
り
 
目
 ぃ
田
 年
プ
 
Ⅱ
 
Ⅰ
さ
り
二
才
 

つ
 

ち
較
 ハ
 
%
 
オ
 Ⅰ
 
つ
 。
 ヰ
い
 
せ
り
 
年
ヴ
す
 
㏄
 滝
む
 （
の
（
 
ぺ
ひ
 の
）
・
 円
 （
・
 
ロ
 ・
 
い
ミ
 
の
 @
 円
 オ
 の
い
 。
 ヰ
す
 
@
 
｜
 

㏄
 い
ヰ
圧
へ
 

り
の
む
 
Q
 も
心
さ
つ
 い
 a
 Ⅱ
白
さ
（
 

@
 
㌔
 セ
つ
ド
す
 -
 
目
卜
 
す
い
 ヰ
ヰ
 の
。
 円
 
。
Ⅰ
 
田
プ
 
一
の
 
侍
 
@
-
-
.
 

ヴ
の
｜
 

り
の
仁
の
 

e
 つ
ヰ
づ
す
 
0
 ド
弓
 
-
 
の
 -
 
ヰ
 ㏄
 0
 ト
の
 0
 ヨ
で
り
 
㏄
の
 
-
0
 
コ
の
ド
 
。
 イ
そ
 
い
Ⅱ
 
ヰ
の
片
 
す
の
 毛
 0
 二
ロ
 
，
 

づ
ざ
め
 
Ⅰ
 桶
 き
ま
㏄
～
 オ
 ec
R
u
 の
め
軌
鰻
 ぎ
ま
 -
l
@
 

拐
 ・
高
崎
氏
 
は
 
オ
 Ⅰ
 
ア
り
 
-
 
り
コ
 
任
の
 

0
 目
的
語
を
巨
ゴ
日
 繍
目
ヨ
と
 解
し
て
い
る
が
、
 
@
a
 

コ
ヨ
ゆ
 

き
曲
 ヒ
ハ
 
の
り
白
妙
 

ヨ
 

を
 目
的
語
と
見
 倣
す
 方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
注
釈
褐
で
あ
る
 づ
 ま
に
も
 

詳
明
瞭
に
 
-
 
い
 つ
ヨ
 ㏄
 1
 日
 サ
 （
 
せ
 Ⅰ
Ⅰ
 ぃ
 Ⅰ
 
い
 せ
せ
町
口
す
 

@
 
コ
ヰ
ぃ
 
Ⅱ
い
 
い
田
 
㏄
コ
ヱ
オ
円
 
で
 聖
ヨ
 ぃ
 マ
白
す
と
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ち
宮
・
三
は
（
き
主
乙
由
 コ
ぃ
ヨ
 に
か
か
る
 も
の
で
、
 

青
ぢ
 コ
ヨ
ゆ
臼
曲
瀋
田
泰
 ヨ
と
共
に
読
む
べ
き
で
は
な
い
。
 
知
 者
は
、
生
毛
 

107 

病
死
と
い
う
災
厄
の
根
を
断
ち
切
っ
て
い
る
か
ら
、
「
そ
の
（
 生
芋
の
 災
 

厄
の
 ）
原
因
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
 
コ
 ㏄
 ぃ
 ㏄
 ケ
に
 

引
か
れ
た
の
示
現
有
生
滅
は
 、
寸
ヰ
日
ゆ
臼
曲
 下
ぷ
 日
ヨ
 ：
 ヒ
 す
簿
 
-
 
い
 自
由
 
り
 

に
 対
応
す
る
も
の
で
、
高
崎
氏
の
理
解
す
る
よ
う
に
 
臼
 ?
 已
 &
 が
目
リ
 

ヨ
 

ヴ
言
三
の
と
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
 
つ
 。
の
・
の
 得
離
 放
生
 

死
 …
示
現
有
生
滅
は
 、
サ
定
 
・
 ユ
ロ
 デ
日
 d
a
 尽
ヨ
 ・
・
・
 

宙
 コ
ヨ
 ゆ
日
ぺ
 せ
 の
の
り
 

臣
り
 
コ
 
@
 

す
す
 
ど
 a
 コ
 （
の
の
意
訳
で
 キ
 る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
漱
 0 。
Ⅱ
 
宙
 -
 
二
幅
 

（
 
つ
り
 ：
：
・
 
養
 @ も
 Ⅰ
 さ
 Ⅰの
の
 e
 ヨ
の
 
（
 
0
 ヨ
 の
の
 
コ
 （
 
甘
 e の
 
メ
あ
 芹
の
 
コ
 
。
の
（
Ⅰ
 
討
 Q 。
Ⅰ
）
 
0
 コ
 

毛
ま
臼
 
志
さ
ま
 轟
、
の
 （
 
c
.
 
（
 藍
 9
 
 ロ
 守
宙
 ・
と
い
う
注
記
は
妥
当
 
で
は
な
 

 
 

 
 円

 Ⅰ
や
け
り
の
。
 戸
ト
ふ
 

に
は
テ
ク
ス
ト
の
や
 
臼
、
ゴ
お
 
へ
の
 序
  
 

ぎ
 
へ
の
序
を
指
示
し
て
お
く
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

他
に
も
不
明
確
な
点
や
些
細
な
疑
問
点
が
見
出
さ
れ
、
ま
た
 誤
 植
も
決
 

し
て
少
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
記
す
に
も
及
ば
な
い
で
あ
ろ
 -
 
っ
 。
そ
し
 

て
 、
わ
ず
か
の
瑛
理
を
せ
め
る
よ
り
も
、
著
者
の
為
し
た
学
界
 へ
の
貴
重
 

な
 貢
献
に
故
意
モ
表
し
た
い
。
 

す
で
に
触
れ
た
下
っ
 潟
註
ガ
 
（
・
目
に
加
え
て
、
本
書
で
は
 
如
 来
蔵
 ・
 

菩
提
の
説
明
の
際
に
採
用
さ
れ
、
他
の
論
 共
 に
も
無
漏
 界
 の
 意
 義
解
明
の
 

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
 
ド
 す
妻
 a
.
 ゴ
の
 
（
 
u
.
 つ
 ぎ
 l
p
.
 オ
ぃ
 
（
 
日
 い
コ
 
"
 ぜ
 
o
l
 

憾
 ・
 q
 サ
 （
（
 
@
 の
 六
項
目
に
つ
い
て
考
察
し
た
小
論
二
ト
 駒
 g
H
 
ぉ
蕊
 ）
 を
 

下
 つ
つ
の
 
コ
 
d
 ガ
目
と
し
、
 
ぎ
繍
ポ
 

は
の
 斉
 ・
術
語
、
固
有
名
詞
 の
 二
種
が
 

 
 

 
 

5
6
1
 

 
 



0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
四
三
年
三
月
二
三
日
（
土
）
一
 
二
 ・
 0
0
 時
 

一
 、
第
二
十
六
回
学
術
大
会
に
つ
き
、
候
補
に
あ
が
っ
て
い
た
 諸
大
学
 

が
 、
い
ず
れ
も
開
催
不
可
能
な
事
情
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
た
め
 て
武
 

茂
野
女
子
大
学
を
候
補
と
し
て
同
校
の
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
 に
決
 

定
 し
た
。
 

Ⅰ
イ
ス
ラ
エ
ル
研
究
集
会
に
つ
い
て
。
 

一
 、
会
長
選
挙
日
程
を
承
認
し
た
。
 

0
 
理
事
会
 

日
時
昭
和
四
三
年
五
月
二
日
（
木
）
一
八
・
 
0
0
 時
 

一
 、
次
期
学
術
大
会
開
催
 校
は
 
つ
い
て
、
武
蔵
野
女
子
大
学
が
開
 催
を
 

承
認
さ
れ
た
の
で
、
 

一
 0
 月
 四
日
（
金
）
よ
り
六
日
（
日
）
 

ま
 で
、
 

同
大
字
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
科
学
研
究
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
本
年
度
よ
り
二
段
審
査
 方
式
を
 

と
る
文
部
省
の
方
針
と
な
っ
た
の
で
、
本
学
会
の
態
度
を
討
議
 し
た
 

が
 、
本
学
会
に
対
す
る
正
式
の
意
向
打
診
が
あ
る
ま
で
態
度
を
 留
保
 

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
会
長
 よ
り
 指
 

老
 ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

一
 、
字
 術
 大
会
大
会
費
を
増
額
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
が
、
 

値
 上
幅
等
 

0
 具
体
案
は
次
回
に
持
ち
越
す
こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
理
事
会
に
付
託
さ
れ
て
い
た
「
靖
国
神
社
国
営
化
問
題
」
は
  
 

報
 

4
 %
 

の
 正
式
議
題
と
す
る
。
 

一
 、
会
長
選
挙
日
程
が
後
記
の
と
お
り
決
定
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
が
後
記
の
よ
っ
に
承
認
さ
れ
た
。
 

0
 
第
二
二
回
力
学
会
連
合
大
会
 

日
時
昭
和
四
三
年
六
月
一
日
（
上
）
ー
二
日
（
日
）
 

恒
例
の
九
学
会
連
合
大
会
が
、
東
京
大
学
に
お
い
て
六
月
一
日
 、
一
一
 

日
の
両
日
開
か
れ
た
が
、
本
学
会
か
ら
は
、
四
角
井
正
慶
、
藤
 井
 正
雄
 

の
 両
氏
が
、
「
利
根
川
流
域
の
神
社
信
仰
」
「
湛
水
被
害
地
に
 お
け
る
 

水
 と
宗
教
生
活
」
に
つ
い
て
発
表
し
、
本
手
会
か
ら
は
、
の
 べ
 二
 O
 名
 

程
 が
参
加
し
た
。
 

0
 会
長
選
挙
日
程
 

五
月
九
日
（
木
）
第
一
次
投
票
有
権
者
に
会
費
納
入
状
況
 

通
知
 状
 

発
送
 

六
月
一
 0
 日
 
（
月
）
第
一
次
投
票
有
権
者
資
格
締
切
。
選
挙
 な
 赤
禿
 

送
 

一
八
月
一
五
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
 ｜
 第
一
次
投
票
有
権
 者
 資
格
 

認
定
 

六
月
二
二
日
（
土
）
第
一
次
投
票
用
紙
発
送
 

セ
 月
一
三
日
（
土
）
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
 
切
締
 

ゼ
 月
 三
 0
 口
 
（
土
）
第
一
次
投
票
締
切
 

七
月
二
五
日
（
木
）
選
挙
管
理
委
員
会
 
｜
 第
一
次
投
票
 開
 西
木
 
。
第
二
 

次
 投
票
有
権
者
資
格
認
定
 

八
月
一
 0
 日
 
（
土
）
第
二
次
投
票
用
紙
発
送
 

九
月
一
 0
 日
 
（
火
）
第
二
次
投
票
締
切
 

(5 ㏄ ) 108 



  会 報 

横
井
覚
道
 

米
倉
元
 

和
田
 
悌
一
 

神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
洲
崎
 町
四
 

日
本
大
学
助
手
 

原
田
克
己
 

平
井
 
宥
慶
 

村
田
忠
兵
衛
 

隆
 

沼
田
 

奈
良
康
明
 

九
月
一
四
日
（
土
）
 

0
 新
入
会
員
紹
介
 

秋
山
達
 
子
 

選
挙
管
理
委
員
会
 ｜
 第
二
次
投
票
開
票
 

円
山
ロ
 

の
 牛
山
ド
㌧
こ
く
肝
心
 

N
 ー
 ,
 ㏄
つ
つ
Ⅰ
い
こ
 

勾
 Ⅰ
の
イ
田
 

㏄
 尹
目
づ
 
Ⅱ
 局
 Ⅰ
 下
 2
%
 

ユ
ン
グ
研
究
所
所
員
 

東
京
都
ム
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区
下
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一
１
ハ
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京
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日
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丁
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正
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学
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大
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府
箕
面
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荘
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阪
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京
都
世
田
谷
区
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沢
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師
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阪
府
豊
中
市
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豊
中
 セ
 ー
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一
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二
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関
西
学
院
大
学
勤
務
 

服 幸 木 田 内 

執
筆
者
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介
 

藤
 

莞
爾
九
州
大
学
教
授
 

川
 
建
三
国
際
基
督
教
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師
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孝
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聴
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Succeskiion and Heritage in a Catholic Island 

-So-called ultimogeniture in Kuro-shima, Nagasaki--- 

Kanji Naito 

This study, complementary to the previously published paper (Kanji Naito, 

" Succession and Heritage of Catholic Families -Kuro-shima in Nagasaki- ", in 

Bulletin of the Institute of the Reseach in Kyushu Cultural History, No. 13, 1968), 

intends to comprehend the outline of succession and heritage in Kuro-shima. 

It has generally been said that normal type of sucssession and heritage among 

Catholic families in this island is ultimogeniture. But the fact is contrary. Either 

the eldest son or the second eldest as  well a s  the youngest can be an inheritor. 

At least, there is  no social sanction toward succession by a son other than the 

youngest one. It should be called < indefinite succession >. But we can observe 

some regularity which is produced by human relationship within a family in this 

succession form. 

It is more important, however, to ask why they don't follow the generally 

observed institution of succession and heritage in Japan (primogeniture), but take 

this very from. The Catholic way of beliefs and behaviors can be considered one 

reason. But this does not exhaust all the problem. Rather, we must point out 

the loose community (Burakuj system and indefinite land system behind it. 



Une Refiexion Methodologique sur 

la recherche du Jesus Historique 

Kenzo Tagawa 

1) Du point de vue m4thodologique, la recherche du JBsus historique est 

aujourd'hui arrivCe B un coin dkcisif 5 tourner. I1 n'est plus possible de saisir les faits  

et la pens& de JBsus de Nazareth en n'utilisant exclusivement que des materiaux 
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directs. On en a si peu. I1 faut Btablir des principes methodiques pour introduire 

des materiaux indirects $ la recherche historique sur Jesus. 

DBs le debut de la science biblique moderne, elle s'est efforcke pour ainsi dire 

de taminer les materiaux synoptiques, c'est a dire, d'en eliminer les traditions 

tradives et inauthentiques en esperant d'obtenir ainsi I'image veritable de Jesus 

enleve de tous les ornements dogmatiques de I'eglise. Les hypotheses des sources, 

celle des deux sources avant tout, sont des produits nBs de cet effort. Elle avait 

pour but d'obtenir l'image veritable de Jesus lequel elle voulait identifier avec les 

deux sources les plus anciennes, Marc et  la source des Logia. La Formgeschichte, 

une grande evolution methodique qui a surmonti la limite des hypotheses des 

sources, elle aussi a pour son but final d'kliminer les traditions inauthentiques. 

Le "J6sus" dessin6 par R. Bultmann est donc la somme des traditions de la strate la 

plus anciennne. Mais aujourd'hui cette methode directe d'obtenir l'image veritable de 

JBsus est mise en question, surtout par ['introduction de la Redaktiorrsgeschichte en 

etude critique. Plus raffinees et plus minutieuses les mailles du tamis, moins restent 

les sables de premiere qualite. Et s'iln'y en a que si peu, il n'est plus possible de 

construire ou reconstruire quleque chose de reelle. Une grande personnalitk historique 

comme Jesus ne peut pas Gtre comprise sans une certaine etendue des materiaux 

correspondante A sa realite. 

2) Les recherches recentes faites avant tout par les disciples de Bultmann 

semblent savoir bien cette difficulte d'ordre m6thodologique. 11s mettent donc plus 

d'accent sur la relation de la pensee kerygmatique de Jesus avec la thBologie de la 

communaute que sur la description directe de la pensee et I'activite de JBsus. En 

ce changement de I'accent on reconnait non seulement une evolution de I'intBrCt 

thkologique, la direction existentialiste dans le cas des bultmaniens, mais aussi 

un effort de surmonter la limite de la methode directe. Mais ils confondent juste- 

ment ces deux points. Eclairer la continuit6 entre JBsus et la thkologie de la 

communaut6, c'est une chose qui a son droit propre, mais obtenir I'image veritable 

de  Jesus par l'intermediaire de son image reflBte sur la theologie de la communaute, 

c'est autre chose. Celui-ci est un probleme de la mBthode historique, celui-la etant 

un  inter& theologique. Le droit theologique de cet inter& ne garantit pas I'emploi 

exact de la mithode historique d'utiliser les reflexions de la communaut6 comme 

materiqux indirects pour arriver .a la realite des Bvenements de Jesus. 

3j Nous proposons ici trois fagons qui nous semblent possible de faire bon 

usage des materiaux indirects. Ceci est la partie principale de notre article. I1 est 

donc impossible d'en donner le resume en quelques mots. Nous Bnumerons donc 
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tout simplement les designations que nous donnons 5 ces trois methodes: 

1. methode theorique ou deductive 

2. methode sociale 

3. l'image integral donne par I'evangeliste Marc, par exemp!e : Jesus le Galileen, 

Jesus toujours entoure par les multitudes, etc. 



Who was the Author of Fa-jie-guan-men ? 
(%%@B?) 

Kiyotaka Kimura 

Fa-jie-guan-men is an important work in the Hua-yen School in China, spe- 

cially from a religious-practical point of view. It is said that the author of this. 

work was the founder Du-shun. But we have some questions about that. The aim 

of the present paper is to reconsider of this problem, and to make characteristics 

of the work clear. 

Standing on the fruits of studies in the past, we intended to contemplate as  

positively and historically a s  possible. 

In conclusion we suppose as  follows. 

Fa-jie-guan-men was not Dzc-shun's work. It was a part of Fa-tsang's F a -  

pu-ti-xin-zhang at  first, then about 700-780 A. D. the part was extracted:by 

someone, and named Fa-jie-guan-men. In the back of this extraction, maybe 

these four reasons were there;  (1) assertion of the superioriiy to Tien-tai School's 

religious practice, (2) process of the mystification of Du-shun, (3) development1 

of the sectarianism, (4) historical conditions of sufferings in Chinese Buddhism. 

But we do not deny that Du-shun was the founder of the Hua-yen School. 



On the Experience of the Holy 
and its Foundation 

-in Rudolf Otto's Theory of Religion- 

Toshimaro Hanazono 

R. Otto's "the idea of the holy" (das Heilige) is now the basic concept in the 

fields of comparative study of religions. His fine and delicate analysis of that ideal 

succeeded in the explication of the characteristics of religious experiences. Accord- 

ing to Otto, religious experience have the non-rational elements as their core, and 

indicate some aspects of a spesific objective reality which is called "the numinous" 

by him. So his analysis of religious experiences intends to show the characteristics 

of the reality itself, an objective side of religious object. 

Then Otto tries to establish the universal and valid foundation or conditions of 

the religious experience from the philosophical viewpoint. His standpoint is apriorism 

in epistemology which was founded by Kant, and especially revised by J. F. Fries, 

who carried out the psychological interpretation of Kant's concept of " a  priori ". 
The most important concept for Otto is "the feeling" (das Gefiihlj, which was 

given the philosophical meaning and position by Fries. The feeling is the faculty of 

the judgement of the essence which transcends the phenomenal phase of things. It 

is this theory of the feeling which Otto applies to the demonstration of the founda- 

tion of the non-rational experiences. 

This feeling is obviously the subjective faculty of mind, but Otto would under- 

stand the religious feeling a s  the object-related one, or the feeling qualified by the 

non-rational reality. Here we could point out Otto's confusion in methodology. 




