
行為と信 

「
教
行
信
証
」
に
お
け
る
行
信
の
問
題
と
い
う
副
題
を
掲
 
げ
て
お
き
ま
し
た
が
、
「
教
行
信
証
」
の
行
信
論
と
い
，
 
っ
 真
宗
学
で
よ
く
 知
 

ら
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
解
説
す
る
と
か
、
あ
る
い
 は
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
自
身
の
考
え
を
立
ち
入
っ
て
申
し
 上
げ
る
と
か
け
う
こ
と
 

は
 、
こ
こ
で
は
い
さ
さ
か
困
難
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
 そ
 こ
で
私
自
身
が
行
為
と
信
仰
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
「
 教
行
信
証
」
を
絶
え
ず
 

考
え
な
が
ら
問
題
と
し
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
局
面
を
 か
 ぎ
っ
て
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
日
頃
 専
念
し
て
お
り
ま
す
こ
 

と
は
、
主
と
し
て
現
代
の
宗
教
哲
学
の
諸
問
題
で
あ
り
 ま
す
が
、
い
ま
そ
れ
ら
の
中
心
に
「
行
為
と
信
仰
」
を
 置
 い
て
考
え
て
み
ま
す
と
 

き
、
「
教
行
信
証
Ⅰ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
私
に
示
唆
 を
 与
え
て
く
れ
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
話
し
て
み
 た
い
と
思
い
ま
す
。
 
私
 

自
身
の
個
人
の
問
題
と
し
て
は
、
「
教
行
信
証
」
は
い
 ね
ば
 私
の
生
涯
の
研
究
課
題
で
あ
り
、
絶
え
ず
「
 数
 行
信
 註
に
 自
分
自
身
の
臥
 
蝿
 

 
 

索
の
源
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
気
持
を
も
っ
 て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
む
し
ろ
現
代
哲
学
の
 一
般
の
問
題
と
し
て
、
 

 
 

と
く
に
現
代
の
実
存
哲
学
お
よ
び
今
日
の
い
わ
ゆ
る
 実
 序
 論
的
解
釈
学
と
か
実
存
論
的
現
象
学
と
い
わ
れ
る
人
々
 の
 考
え
や
、
そ
の
他
 そ
 

  

武
内
義
範
 

行
為
と
信
仰
 

｜
 「
 勢
 何
倍
 ま
 」
に
お
け
る
行
信
の
問
題
 



 
 
 
 

 
 

が
ら
、
「
教
行
信
証
」
の
 

待
 
と
何
と
い
う
問
題
が
 

、
行
 

為
 
と
信
仰
の
問
題
と
し
て
、
い
ま
私
に
と
っ
て
ど
う
い
う
 

意
味
を
も
っ
て
い
る
か
 

と
い
う
こ
と
を
お
話
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
わ
け
 

で
あ
り
ま
す
。
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さ
て
 御
 承
知
の
よ
う
に
、
「
教
行
信
証
」
の
な
か
に
は
 そ
の
最
初
に
往
相
廻
向
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
教
、
行
。
 信
 、
証
が
あ
る
と
い
 

う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
往
相
 廻
向
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
浄
土
真
実
へ
の
 
道
 と
い
う
こ
と
に
つ
い
 

て
 、
大
行
あ
り
、
大
悟
あ
り
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
 ま
す
。
 待
 と
信
と
が
教
行
信
証
の
最
も
中
心
の
問
題
で
 あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
 示
 

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
大
行
と
か
入
信
と
か
 青
 わ
れ
て
い
る
行
と
信
の
間
 題
を
 、
い
ま
行
為
と
信
仰
と
い
 ぅ
 言
葉
で
舌
ロ
い
な
お
す
 

こ
と
に
は
、
か
な
り
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

行
為
と
い
う
場
合
、
行
為
す
る
私
と
い
う
こ
と
、
 つ
 ま
 り
 行
為
す
る
主
体
と
し
て
の
個
人
を
離
れ
て
行
為
と
い
う
 ヱ
 と
は
な
い
。
そ
れ
 

が
 行
為
と
い
う
こ
と
の
予
想
概
念
で
あ
り
前
提
で
あ
り
 ま
す
。
け
れ
ど
も
大
行
あ
り
大
悟
あ
り
と
言
う
と
き
の
 そ
 0
 行
は
、
念
仏
の
行
で
 

あ
り
ま
し
て
、
こ
の
念
仏
の
行
は
私
自
身
の
個
人
の
行
 で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
私
を
超
え
た
絶
対
他
者
の
行
で
あ
 る
か
、
そ
う
い
う
点
に
 

す
で
に
教
行
信
証
で
は
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
 そ
 こ
で
行
と
い
う
も
の
を
 能
行
 、
即
ち
念
仏
と
い
う
行
為
を
 す
る
も
の
、
即
ち
 能
行
 

・
龍
信
の
主
体
が
 、
 行
ず
る
と
こ
ろ
の
念
仏
の
行
為
と
考
 え
る
か
、
或
は
そ
う
で
は
な
く
て
そ
れ
は
、
「
法
体
 名
 号
 」
と
い
う
よ
う
な
 @
 ロ
 

葉
 で
言
わ
れ
る
よ
う
な
名
号
自
身
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
 い
う
仏
の
御
名
自
身
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
 

 
 

て
、
 い
ろ
い
ろ
の
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
徳
川
時
代
 か
ら
明
治
の
初
頭
ま
で
の
間
に
、
真
宗
学
者
の
間
で
は
 、
大
行
を
行
為
す
る
 主
 

休
 と
し
て
の
人
間
の
行
為
と
し
て
解
す
る
か
、
そ
れ
と
 も
人
間
を
超
え
た
絶
対
他
者
（
弥
陀
）
の
力
の
は
た
ら
き
 と
 考
え
る
か
、
或
は
そ
 

拙
の
両
者
が
能
所
と
し
て
つ
ま
り
主
体
と
客
体
と
 
し
て
一
つ
の
円
融
無
碍
の
状
態
に
な
っ
た
も
の
と
 考
え
る
か
に
つ
い
て
、
さ
ま
 

れ
 
ざ
ま
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
 理
込
 
珊
は
 「
教
行
信
証
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
親
鸞
の
著
作
、
 消
息
な
ど
の
諸
文
献
の
敵
 密
 

 
 

よ
っ
て
、
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
こ
こ
で
 は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
直
接
 

一
 一
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沖
る
。
そ
こ
で
は
、
行
の
音
鎌
は
単
に
ひ
と
り
の
人
間
 
0
 行
為
で
は
な
く
て
、
そ
の
行
為
自
身
が
実
は
深
い
 象
 徴
 的
な
根
底
を
も
っ
て
 
い
 

4
 
㊤
 

 
 

 
 

鮭
る
 。
だ
か
ら
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
象
徴
的
な
世
界
 が
 開
か
れ
て
、
私
自
身
の
称
名
の
行
為
が
そ
の
象
徴
的
 な
 世
界
の
な
か
に
映
さ
れ
て
 

 
 

 
 

係
 し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
こ
れ
か
ら
問
題
 に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
。
 

そ
れ
の
よ
っ
て
い
る
 

こ
ろ
の
問
題
の
所
在
を
少
し
ず
 つ
 解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
れ
を
 手
が
か
り
と
す
る
と
い
う
風
に
し
て
論
を
進
め
て
み
た
 い
 と
思
い
ま
す
。
 

第
一
に
申
さ
低
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
は
、
多
く
の
 宗
 ￥
的
な
議
論
と
か
考
え
方
の
な
か
に
非
常
に
形
式
的
論
理
 的
な
も
の
の
考
え
 

が
 支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
 り
ま
す
。
 
能
待
 と
か
所
行
と
か
、
龍
信
と
か
所
信
と
か
 言
う
場
合
、
あ
る
い
 

能
所
の
円
融
と
言
う
場
合
で
も
、
そ
の
円
融
と
い
う
 概
 念
 自
身
が
一
つ
の
固
ま
っ
て
動
き
の
と
れ
な
い
概
念
と
な
 っ
て
い
て
、
そ
れ
 
自
 

が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
一
層
深
く
考
 -
 
え
て
み
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
 

と
 い
う
点
に
 

見
た
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
私
に
は
問
題
が
感
じ
 ，
 
ら
れ
ま
す
。
 

親
 俺
の
教
行
信
証
の
な
か
で
は
、
行
と
い
う
こ
と
は
「
 無
碍
光
如
来
の
御
名
を
称
す
る
な
り
」
と
し
て
、
即
ち
 念
 仏
を
称
え
る
こ
と
 

し
て
、
最
初
に
行
の
概
念
が
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 そ
 の
 意
味
で
は
あ
く
ま
で
も
 能
打
 と
し
て
の
行
を
問
題
に
 し
て
お
り
ま
す
が
、
 

俺
 は
そ
の
能
村
と
し
て
の
行
を
「
諸
仏
 
容
嵯
 の
 願
 」
、
 
即
 ち
 す
べ
て
の
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
讃
め
た
た
え
る
と
 い
 う
 第
十
 セ
 願
か
ら
 

て
い
る
と
い
う
風
に
考
え
ま
す
。
そ
の
場
合
に
第
十
 セ
願
 か
ら
出
て
い
る
と
し
て
考
え
ら
れ
る
行
の
概
念
は
 、
さ
 き
の
単
な
る
念
仏
の
 

為
 と
い
う
も
の
よ
り
は
一
層
広
く
一
層
深
い
意
味
に
解
 訳
 さ
れ
て
、
称
名
と
い
う
行
為
は
い
わ
ば
象
徴
的
な
行
為
 と
な
っ
て
来
る
よ
う
 

思
わ
れ
ま
す
。
即
ち
 能
打
 と
し
て
の
行
は
、
そ
の
ま
ま
 そ
れ
が
象
徴
的
行
為
と
し
て
、
す
べ
て
の
 仏
 、
一
切
の
衆
 生
 、
一
切
の
世
界
の
 

り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仏
の
御
名
を
た
た
え
て
い
る
、
 そ
 の
 全
体
の
大
き
な
コ
ー
ラ
ス
の
な
か
に
流
れ
込
み
、
 

融
 入
し
て
い
る
。
阿
弥
 

仏
の
御
名
を
た
た
え
る
こ
と
が
、
大
い
な
る
称
名
の
流
 れ
の
な
か
に
、
つ
ま
り
諸
仏
称
揚
、
諸
仏
称
讃
の
願
の
 
な
か
に
流
れ
入
っ
て
 い 陀 あ に 打 出 頬 と ら 身 は 方 と 



そ
こ
か
ら
親
鸞
は
更
に
そ
れ
を
展
開
し
て
、
称
名
と
い
，
 
っ
 行
為
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
直
し
、
称
名
と
は
「
 如
来
の
家
に
生
ま
れ
 

る
 し
こ
と
だ
と
い
う
風
に
舌
ロ
っ
て
お
り
ま
す
。
如
来
の
家
 
に
 生
ま
れ
る
と
は
、
現
代
の
宗
教
哲
学
的
な
舌
口
業
で
言
 
え
ば
、
如
来
と
の
生
の
 

共
同
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
生
の
共
同
の
な
か
で
 名
号
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
如
来
の
家
で
 、
如
来
と
の
生
の
共
同
 

の
な
 が
で
、
光
明
と
名
号
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
家
に
父
と
 母
が
あ
る
よ
う
に
、
如
来
の
家
の
光
明
と
名
号
と
い
う
 二
つ
の
愛
の
は
た
ら
き
 

に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
信
仰
が
成
立
し
て
来
る
こ
と
、
 こ
れ
が
如
来
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
だ
と
考
え
て
お
り
 ま
す
。
そ
う
考
え
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
象
徴
的
行
為
と
い
う
も
の
は
、
象
徴
的
行
 為
の
基
盤
で
あ
る
生
き
た
生
の
共
同
体
の
な
か
に
深
め
ら
 れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
 

こ
の
深
め
ら
れ
た
生
の
共
同
体
と
い
う
概
念
か
ら
、
光
明
 と
名
号
と
い
う
最
も
重
要
な
概
念
を
中
心
に
し
て
、
 名
 号
の
意
味
に
、
い
わ
ば
 

超
越
的
絶
対
他
者
で
あ
る
 汝
 と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
呼
 び
か
け
と
、
そ
れ
に
対
す
る
 能
 行
の
主
体
の
応
答
と
い
う
 こ
と
が
含
ま
れ
て
来
ま
 

す
 。
南
無
と
い
う
の
は
帰
命
で
あ
る
、
私
の
方
か
ら
の
 応
答
で
あ
る
。
し
か
し
南
無
と
い
う
言
葉
は
ま
た
同
時
に
 本
願
招
喚
の
勅
命
で
あ
 

る
 。
，
て
こ
に
南
無
 
｜
 阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
 超
越
的
絶
対
他
者
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
と
の
人
格
的
関
 係
 と
し
て
の
、
一
つ
の
 

口
コ
 
（
の
 
ち
 （
 
e
c
 
す
 佳
品
と
申
し
ま
す
か
、
呼
応
の
関
係
と
い
，
 っ
 も
の
が
、
如
来
の
家
と
い
う
概
念
か
ら
光
明
と
名
号
の
 相
関
と
い
う
思
想
を
展
 

聞
 す
る
こ
と
を
通
じ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
た
光
明
と
名
号
の
問
題
を
さ
 ら
に
展
開
し
て
、
親
鸞
は
名
号
の
も
つ
歴
史
性
と
い
う
 こ
と
、
つ
ま
り
名
号
 

が
 世
界
の
な
か
で
歴
史
的
に
展
開
さ
れ
発
展
し
て
い
る
 の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
方
に
進
ん
で
ま
い
り
ま
す
 。
歴
史
的
に
展
開
さ
れ
 

る
 名
号
の
問
題
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
自
覚
の
間
 題
 と
し
て
、
内
に
ひ
る
が
え
し
て
考
え
る
と
き
に
は
、
 そ
れ
は
念
仏
の
相
続
の
 

問
題
、
念
仏
の
持
続
性
の
間
 題
 だ
 と
 考
え
ら
れ
ま
す
。
 そ
 こ
に
行
啓
の
問
題
が
非
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
形
で
展
 聞
 さ
れ
、
能
村
と
し
て
 

の
 念
仏
を
中
心
に
し
な
が
ら
象
徴
的
行
為
と
い
う
も
の
の
 も
っ
て
い
る
絶
対
性
の
内
容
が
豊
か
な
形
で
展
開
さ
れ
 て
い
る
と
言
う
こ
と
が
 

で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
 称
 名
 を
ひ
と
り
の
人
間
の
側
の
行
為
で
あ
る
か
、
あ
る
い
 は
 逆
に
そ
れ
は
法
体
 名
 

(452)   



行為と信仰 

た ば 題 で 

は 固 こ   
こと ブイ この と、 い己も 自のい（に う レよ 問題を す 。 け コ % 場のち 捉ええ 

ヒ よ で う が の に @: Ⅱ り 虫 が な 今   
と て い の   い い う 現 

ト自 同 。 等 A さ る こ 状 
著 い と の と 思味でへ｜ 同 コ ミゼ （ 己 自 己 自 質同 相等 性と 書 ろ が な 

ゲ の は 身、 身 量 性 は       で 異 、 か       に移 ロわ 現代って 

れ 考 の し 

て え 考 て   い ら え 考 
る れ 方 え 
よ る の て 
う で い 見   な し ち ま 

た と は を あ 的 こ ま い 立 ょ ば す 
哲 い な 含 り に れ リ ラ 

学 う く ん ま 考 も 一 A 場う にが基 ん と 、 
従 、 健 在 

の煮 根 味 てだすえ一言と 、 も。 るっ で A っ 利、 に 在 
て は あ は 
" 今 る そ との 本的なを明ら 自 それは のとし Ⅰ年の コ （山 もので 、これ 申しま こ こ の う 

の こ で い 

間 で は ぅ 同性の 立場でかにしいわば て 自己 題 （ ョ @ ありま も一 つ すと自 題 晩 な 風 
を 年 い に 
も の か A 概念は あってたのは クリエ が自己 （の守下 す。 こ という 律 同 の ラ ハ と は 
少 イ ， 思 、 A 
し デ わ で 、客観 、誰でイティライ 自身と おし 降 れに対 風に考 問題は 詳 ッ れ あ 
し ガ ま ろ 

  隼 二   
  

目 し 性 意 という 考え く 0 １ 、 す。 こ 

て 例 の 仕   み え 開 方 

社 号 
に と 

は し 

思、 て 
わ 客 
れ 休 
る 的 
0  @C 
で ムヒ 月 ヒ 

あ 行   
ま か 

  
@ こ 

あ 
る 

  

と 
  
  
よ 

  
@@ ヰん 迅 

形 
で 

議 
@5A. 

珊を 

固 
定 
  
す 
る 
  
と 

V- 
ヰす @@ 
碍巳 

題 
が 

あ 
る 
  
で 

イこ @@ @ 
よ オ 

  
  
と 
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も
 相
対
立
す
る
も
の
が
一
つ
の
根
本
的
な
統
一
と
し
て
、
 単
な
る
客
観
の
世
界
に
お
け
る
も
の
の
相
等
合
致
と
は
 ち
が
っ
た
 

の
 意
味
に
お
け
る
創
造
的
綜
合
を
な
し
て
い
る
、
 

と
 @
@
 

ロ
，
 

っ
 こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
田
の
巨
～
 
ヰ
 
ぜ
と
い
う
の
は
 、
 単
な
る
 

0
 間
 題
 で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
綜
合
の
行
為
の
問
題
で
あ
 る
 。
綜
合
の
行
為
的
世
界
に
お
け
る
自
我
の
根
源
的
な
 創
造
的
な
 

礎
 に
な
っ
て
、
そ
の
問
題
が
問
題
と
し
て
は
じ
め
て
 出
 て
 来
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
自
我
の
問
題
で
あ
り
、
 そ
 し
て
す
べ
 

一
の
問
題
は
こ
こ
に
帰
趨
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

も
っ
と
も
こ
の
田
の
 コ
 （
～
 

ミ
ら
由
目
の
 
）
～
 

ヰ
 
ぜ
の
問
題
は
哲
学
 の
 立
場
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
 の
で
あ
 

が
 、
さ
き
に
も
申
し
ま
し
た
通
り
に
、
私
自
身
は
 、
西
 洋
 哲
学
の
近
代
ま
で
の
流
れ
の
内
で
や
は
り
ド
イ
ツ
観
念
 払
 
㎜
の
折
口
め
 

十
 

つ
の
大
き
な
転
換
点
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
ド
イ
ツ
観
念
 論
の
哲
学
を
通
し
て
展
開
さ
れ
て
来
た
実
存
哲
学
の
意
 味
 の
う
ち
 

0
 流
れ
の
根
本
的
な
特
色
を
見
出
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
 以
上
の
よ
う
な
観
点
に
賛
成
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
ハ
 イ
デ
 

は
、
 単
に
自
我
自
身
を
自
覚
す
る
と
い
 >
;
,
@
,
 

自
覚
の
構
造
だ
 け
か
ら
三
の
 コ
 （
～
（
ぎ
日
ぎ
の
 
ご
 オ
お
 ヨ
経
 
と
い
う
自
己
 同
一
の
 問
 

こ
と
を
正
し
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

む
 し
ろ
彼
は
年
 ざ
 の
の
子
の
と
い
う
形
で
こ
れ
を
問
題
に
 

し
て
お
り
 

は
 実
は
、
存
在
そ
の
も
の
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
し
て
、
存
在
の
元
の
な
か
で
 存
在
自
身
 

一
つ
の
根
本
 

分
析
の
世
界
 

綜
合
力
が
基
 

て
の
自
己
 司
 

り
ま
し
ょ
う
 

の
な
か
に
一
 

に
近
代
哲
学
 

ッ
ガ
｜
 自
身
 

題
を
考
え
る
 

ま
す
。
そ
れ
 

の
方
か
ら
 人
 

に
は
、
私
が
私
に
同
じ
で
（
自
同
で
あ
る
）
 、
 

私
が
私
 て
あ
る
と
言
う
場
合
の
私
と
私
と
の
関
係
で
あ
り
 

兜
岩
 の
 （
～
（
 

ぺ
 0
 
間
 題
 で
は
な
い
と
言
う
の
は
、
私
が
私
で
 あ
る
こ
と
に
お
い
て
私
の
日
 覚
 が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
 

 
 

 
 

い
て
私
が
私
を
見
る
と
い
う
場
合
、
私
が
と
い
う
こ
と
と
 私
を
と
い
う
客
観
と
し
て
の
自
己
が
相
対
す
る
も
の
 ま

す
。
そ
れ
が
単
な
る
 

て
 、
そ
の
私
の
自
覚
に
お
 

と
し
て
出
て
来
て
、
し
か
 

 
 

の
臼
 T
 ぎ
の
コ
ヰ
 （
 
ゼ
 
自
同
性
の
問
題
は
菩
 曲
 ま
せ
相
等
 性
 の
問
題
と
ち
が
う
。
 

乙
紺
 （
～
（
 

ピ
、
 の
の
 
目
 ム
音
 コ
 （
 プ
ぜ
と
 い
う
の
は
、
根
本
的
㈹
 

即
ち
 自
 
（
 
己
 ）
 同
 
（
こ
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
、
 
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ッ
の
観
念
論
の
哲
学
に
よ
っ
て
展
開
 さ
れ
た
決
定
的
な
貢
献
 
8
 

を
 無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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行為と信仰 

無 い の 要 の く 相 と 

限 は な ・末 書 と 等 し こ 木杓 す。 
の 無 催 な い し の ま れ な の 

創 限 促 含 た ま も す は の 問 
造 に し ん 地 す の と 西 
約 日 て で 図 と だ 、 田 
発 令 先 い の 、 と 和 殿 題 につ の市ム ロ の 

目コ し Ⅱ 

展 のうもすかの ののまなそ言の え書郎 多 
特     ち の 。 に 弛 ま く 博 ゼ （ 円 （ ては 士 色で が に目 を描 その 省 は 図は す。 地図 

あ 分 か よ か 広 そ が ロ 

る 白 し う れ 島 の 一 ィ 

、 身 め に て と 場 封 ス 
と を 、 白 い 相 合 一 の   
こ 描 そ 丹 ま 等 こ の 考 
の き の と す で の 対 え 

。 あ 二 応 を     
出 く に な そ う 目 て 考 
博 と も も の こ 巴 正 え 

円 る 
  

そ と 
                                                  し、 くれら の に 

促 し 

え ま たもの 考え ろ ような っ先の 自分目 は、も はあり の問題 書かれ 方 し 

ね 、 も 身 う ま で て で め て 

た そ の の 一 す あ い す 特   
の の を う つ が り る が 色 私 
で よ 描 ち 新 、 ま と   と は 
あ ぅ か に し し す す 例 い こ 

り な し 映 く か 。 ね え う の 
め す 次 し 合 は ば も 白 

の 我 私が ます。の口ロが ると とい 地 の その もし 、そ を が   り @  自 

） ぜう 京ぎ、 し ， こが図が地 っ ま 我 
と 風 と 書 が 広 園 部 少 で 
い に が か 害 鳥 は に し る 
，つ 、 れ か に 広 居 考 る 
こ 無 重 ね れ 属 島 て - え と   て い 

が に も な と 床 上 島 み ぅ 

た 形 
い で 

と 人   ぽ、 間 
甘 、 の い は を か 書   
の 或 も う 私 書 り く ま 根 

方 の と 間   
の も 人 の 
方 の 間 存 
が の 存 在 

、 ぅ 在 を 
自 ち の 通 
我 に 根 し 

が 人 本 て 
自 問 に 存 
我 の 関 在 

五 で る 存 在るる わす 
る を 関 も 
と 通 わ の   
う て 万 世 
彫 目 の 界 
で 公 方 に 
間 目 か 在 
題 身 ら 在 

の   
自 に 緊 み 

が   

覚の明すると 示さ 考 を -   

考 る   
え よ そ の 
方 う れ 万 
で な で か 

あ 真 、 ら 

り 理 存 。 
ま の 在 そ 
す 顕 が し 

。 現 存 て 
の 花 序 
仕 そ 在 



こ
の
よ
う
な
考
え
を
中
心
に
し
て
み
ま
す
と
、
 

A
 が
 A
 に
 
乙
の
コ
 
（
 
ぽ
 巴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
主
観
と
客
 観
 の
 綜
 八
口
と
し
て
 ハ
り
 

の
の
 
-
 
で
 山
色
の
 

コ
 （
 
@
 
（
 
ぜ
は
、
 
単
に
主
観
と
客
観
と
い
う
相
対
立
 す
る
も
の
を
加
え
合
せ
る
と
い
う
意
味
で
 苗
 三
オ
の
の
 
@
 
の
 
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
 

ば
か
り
で
な
く
、
内
奥
へ
と
無
限
の
発
展
を
自
分
の
う
 ち
に
巻
き
込
ん
で
い
く
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
発
展
を
自
 分
 の
う
ち
に
含
ん
で
い
 

る
 。
そ
こ
に
Ⅲ
Ⅱ
と
い
う
も
の
が
自
覚
に
お
い
て
自
分
 自
身
を
一
撃
の
も
と
に
究
極
的
に
っ
き
つ
め
る
と
い
う
の
 で
は
な
く
て
、
一
挙
に
 

つ
き
つ
め
る
と
い
う
こ
と
が
他
面
同
時
に
一
 

つ
 先
へ
も
 ，
 
つ
 一
つ
先
へ
と
進
ん
で
い
く
と
い
う
性
格
を
も
持
っ
て
 い
 ま
す
。
こ
の
無
限
の
創
 

造
 的
な
過
程
の
一
歩
一
歩
に
、
そ
れ
に
裏
付
け
ら
れ
て
 自
同
性
の
自
覚
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

西
田
博
士
は
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
後
に
は
 寒
山
時
の
な
か
に
あ
る
限
り
な
い
無
窮
の
水
源
を
潮
瀬
 す
 る
と
き
、
潮
瀬
す
れ
 

ば
す
る
ほ
ど
水
は
無
限
に
底
か
ら
と
湧
き
出
る
、
と
い
，
 

つ
 詩
を
例
に
と
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
私
が
私
の
精
 神
の
底
に
深
く
自
分
自
 

身
の
水
道
を
掘
っ
て
行
き
ま
す
と
水
道
を
掘
る
と
 い
う
と
き
私
は
内
へ
 
内
 へ
と
掘
っ
て
行
く
わ
け
で
す
が
 

そ
の
と
き
い
わ
ば
そ
 

の
底
か
ら
逆
の
方
向
に
、
ほ
と
ば
し
り
出
て
来
る
一
つ
の
 自
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
自
覚
と
い
 う
も
の
は
、
私
が
掘
り
 

下
げ
て
行
く
と
い
う
過
程
と
裏
表
に
な
っ
て
成
立
す
る
 の
で
あ
っ
て
 
、
 私
が
掘
れ
ば
掘
る
ほ
ど
 向
 う
か
ら
湧
き
出
 て
 来
る
わ
け
で
あ
り
ま
 

す
 。
ま
た
逆
に
ほ
と
ば
し
り
出
る
水
の
湧
き
上
り
は
、
 そ
 の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
水
路
を
凌
 え
、
 自
か
ら
を
 自
か
 ら
の
 内
 へ
と
掘
り
下
げ
 

る
 働
き
を
つ
ね
に
遂
行
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
自
覚
の
 同
一
性
、
真
理
性
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
 

こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
比
倫
的
な
た
と
え
で
申
し
ま
す
と
 、
 例
え
ば
、
私
が
水
面
に
石
を
投
げ
た
と
し
ま
す
と
 水
 面
 は
そ
の
点
を
中
心
 

に
し
て
波
紋
を
拡
げ
て
い
き
ま
す
。
普
通
の
考
え
方
で
す
 と
、
 私
が
岸
辺
に
立
っ
て
波
紋
を
見
て
い
る
と
き
波
紋
 が
 岸
辺
の
方
へ
拡
が
っ
 

て
 来
た
、
と
い
う
風
に
考
え
ま
す
。
そ
の
場
合
、
私
は
第
 三
者
と
し
て
池
の
外
側
に
立
っ
て
見
て
い
る
わ
け
で
す
 。
話
を
も
 う
 少
し
美
し
 

く
す
る
た
め
、
今
小
鳥
が
や
っ
て
来
て
こ
の
水
面
で
水
 浴
び
を
す
る
と
考
え
て
み
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
波
紋
は
 、
 小
鳥
が
水
浴
び
を
す
る
 

そ
の
点
か
ら
岸
辺
の
方
に
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
拡
が
っ
 て
い
く
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
る
 の
は
、
私
が
岸
辺
に
立
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わ
れ
わ
れ
が
理
性
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
す
場
合
、
 わ
 れ
わ
れ
は
理
性
に
お
い
て
論
理
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
 て
 自
分
白
身
の
論
理
 

的
 内
容
を
展
開
し
、
自
分
自
身
の
理
性
の
世
界
を
無
限
 に
 発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ま
す
。
 

へ
｜
ゲ
 ル
イ
の
 
舌
口
巻
木
を
用
Ⅱ
 

リ
ろ
は
 

ら
 、
理
性
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
自
分
自
身
の
旗
 印
を
打
ち
た
て
、
一
切
の
世
界
が
理
性
の
領
域
で
あ
る
 こ
と
を
表
現
し
ょ
う
 と
 

す
る
、
と
舌
口
っ
て
い
ま
す
が
、
理
性
の
客
観
化
、
理
性
 

の
 客
観
の
世
界
に
お
け
る
実
現
は
、
い
わ
ば
自
己
の
中
心
 か
，
ら
 
出
発
し
て
外
へ
外
 

へ
と
く
り
拡
が
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
こ
の
 件
へ
 拡
が
 
っ
て
い
く
理
性
の
は
た
ら
き
の
根
本
に
は
、
理
性
の
自
 我
は
自
我
で
あ
る
と
い
 

う
 自
同
性
の
最
も
根
本
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
 自
 同
性
の
問
題
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
先
程
地
図
 の
話
の
と
き
申
し
ま
し
 

た
よ
う
に
私
は
、
自
己
の
な
か
 
へ
な
か
 へ
と
巻
き
込
 ん
で
い
く
と
い
う
風
に
自
覚
す
る
よ
り
外
に
仕
様
が
る
 り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
 

の
 自
覚
の
究
極
的
な
と
こ
ろ
で
、
自
我
は
自
我
を
超
え
た
 問
題
に
触
れ
ま
す
。
つ
ま
り
論
理
の
世
界
に
垂
直
的
に
 切
り
込
ん
で
い
る
問
題
 

と
い
う
も
の
に
ぶ
っ
か
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
自
我
の
自
 覚
は
 、
こ
の
よ
う
な
垂
直
的
な
問
題
と
結
び
つ
い
て
 考
 え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
 

ま
す
。
ち
ょ
う
ど
小
鳥
が
大
空
か
ら
こ
の
池
に
お
り
て
 来
た
と
い
う
、
い
わ
ば
垂
直
的
な
方
向
を
も
っ
た
出
来
事
 が
 、
理
性
の
自
己
自
覚
 

訓
 
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
根
本
的
に
問
題
と
な
り
ま
す
  
 

 
 

 
 

く
し
得
る
と
い
う
風
に
考
え
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
 へ
 ｜
 ゲ
ル
の
哲
学
の
よ
う
な
形
 

-
 
@
 
打
 

に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
が
精
神
と
い
う
言
葉
 で
 舌
口
い
ま
す
の
は
、
神
が
神
自
身
を
自
覚
す
る
と
い
う
 

こ
と
が
、
人
間
が
つ
ま
 
11  (457) 

っ
て
見
 

と
い
う
 

び
を
し
 

へ
中
心
 

よ
 う
。
 

て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
も
し
も
、
小
鳥
が
全
く
人
 気
 の
な
い
と
こ
ろ
で
水
浴
び
を
す
る
と
す
れ
ば
、
小
鳥
が
 水
浴
び
を
す
る
 

こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
水
面
と
小
鳥
と
だ
け
で
あ
り
ま
 し
ょ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
水
面
が
語
る
の
で
な
け
れ
 ば
 小
ニ
 が
 水
浴
 

た
こ
と
を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
水
面
は
 自
分
自
身
の
中
心
か
ら
拡
が
っ
て
い
っ
た
波
を
、
そ
の
 周
辺
か
ら
中
心
 

へ
と
巻
き
返
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
以
外
に
、
こ
の
 白
 分
の
中
心
に
垂
直
的
に
起
っ
た
出
来
事
を
表
現
す
る
 仕
 方
 は
な
い
で
し
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り ト岸コ 私 ㏄とど も内 しか りま とと と、 立 な 写っ が神 の主 仏 叙 が まっにと（ 外 し す 。 @ ま 、 私が 場 で た面 の自 体面 

速 て ど に つ 私 語 へ が 覚 に 自 

） い ま 発 ま が っ l 人 の な 身 
と る っ せ り 発 た ゲ 間 鏡 る る 
い と て も 言 し 言 の の に 。 自 

う い い れ 葉 秋 葉 の 白 な 神 覚 
形 う る た は か あ よ 己 る の す 

Ⅰ で 面 " も " ら る う 自 。 伸 る 

/ Ⅹ 、 と と の そ 出 い に 莫 大 白 こ とと 自へ｜ の いう とし れが た言 は私 考え 対 に 間の 身に 

ゲ 己 と て 発 葉 が ま す 哲 お 一 
ル 同 こ 同 せ が 発 す る 学 け っ 

は 一 ろ 晴 ら そ し と 主 的 る だ 
                                          休 な 自     
理 世 的 自 覚 と 
学 界 う を ユと い 言葉の 韻 。 内にと た言葉 まま私 言葉は 白箆 己 自 @ ま 、 
老 い 公 ど と が 、 問 で 覚 大 老 えであ えたの うもの @ 葉） まって 客 して それを 私自身 題 とい ある。 という 間の人 

で が と い 観 閲 に う そ こ 間 り 

あ 老 い る と く よ こ う と 目 ま 
り え う と し と っ と い が 易 す 
ま ら も 言 て い て が う 鏡 に   すれのえ 。 て める定 固 3 こか常なな 間 非風 に おけ そし て伸 そ， 、 根本 化さ とに れる に重 立場 って る回 

要 に 神 覚 が 神を 王 ついう よって のようの構造 れるの 私が こな @ なっ 自ら 一 と 

つ め   象 

  

白 を こ 

男 児 ま と 

め る で こ 

有 こ も ろ 
限 と 有 で 
性 が 限 現 

、 で 若 代 
個 き と の 
別 る し 実 
性 よ て 存 

、 う 見 哲 ヱ -@.--: 臣下は Ⅱ ヒ垢 巾 % 、 なと るか 

ヰ生 " こら ろで 一 " 
可 に あ 般 
死 ま り fc 
世 -  で ま 、 

、 高 す こ め ヲ 罫 
障 ら 今 よ 
小生 れ ま ぅ 

と る で な 
い と お へ 
う し、 話 l 

よ う し ゲ   
う 面 致 ル 
な が し の 

も で ま 土 
め て し 場 
に い た に 

結 ま よ 反 
び す ぅ 対 
つ が な し 

い 、 自 て 

て 入 党 お 
い 問 の り 

る の 立 ま 

と い 白楊す 覚で。 
っ が は そ 

た 有 、 れ 
百 隈 人 は 
は 音 問 人 

、 の の 間 
そ 自 白 と 

こ覚覚 でとがう い   
少 て の の 

し 人 自 を 
も 間 覚 ど 



有
限
者
の
自
由
と
し
て
捉
え
て
、
サ
ル
ト
ル
な
ど
の
 種
 端
な
場
合
に
は
で
き
う
る
な
ら
ば
絶
対
の
自
覚
と
い
う
よ
 う
 な
面
は
人
間
の
有
限
 

者
と
し
て
の
自
覚
か
ら
抜
き
去
っ
て
し
ま
い
た
い
、
 と
 い
う
考
え
方
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
有
限
者
を
考
え
る
場
合
、
 や
 は
り
先
験
哲
学
を
通
っ
て
現
わ
れ
て
来
た
実
存
哲
学
の
 立
場
で
は
、
有
限
者
 

と
い
う
も
の
が
 必
 ら
ず
自
己
超
越
的
に
、
つ
ま
り
の
の
）
（
 

@
 （
㏄
 
コ
 の
の
の
 

コ
 宙
の
 
コ
 の
の
（
自
己
超
越
）
を
含
ん
で
い
る
も
の
 
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
 

ま
す
。
自
己
超
越
的
で
な
い
よ
う
な
有
限
者
と
い
う
よ
，
 
っ
 な
も
の
は
、
人
間
存
在
と
し
て
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
 自
己
が
自
己
白
身
を
超
 

え
て
他
の
も
の
に
出
て
行
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
 実
 存
の
根
本
の
構
造
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
 す
 。
た
と
え
こ
の
自
己
 

自
身
を
超
え
て
他
の
も
の
に
出
て
行
っ
て
い
る
そ
の
も
 の
が
、
今
ま
で
申
し
ま
し
た
よ
う
な
神
と
か
絶
対
者
と
か
 い
う
垂
直
的
な
超
越
で
 

は
な
く
て
、
世
界
へ
の
超
越
と
い
う
よ
う
低
い
わ
ば
水
平
 的
な
超
越
で
あ
る
に
し
ま
し
て
も
、
と
に
か
く
実
存
 と
 い
う
も
の
は
超
越
と
い
 

印
 
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
超
越
と
い
う
こ
と
は
自
己
 自
身
を
超
え
て
外
へ
出
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
 て
 自
己
を
超
え
て
外
へ
出
る
 
蛾
 

 
 

ね
 
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
対
し
て
世
界
が
開
か
れ
る
 と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
世
界
の
な
か
に
あ
る
こ
と
だ
 と
い
う
考
え
に
な
る
わ
け
で
 

-
 
@
 
何
 

す
が
、
そ
こ
に
自
己
相
等
を
超
え
て
、
 無
へ
 飛
躍
す
る
 実
存
の
脱
自
性
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
本
質
で
あ
る
こ
 と
が
 見
き
ね
 め
ら
れ
て
 
1
 

存
在
の
根
本
の
基
盤
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
 

そ
う
い
う
こ
と
の
な
か
に
人
間
の
有
限
性
の
基
礎
を
置
 

き
、
そ
こ
か
ら
人
問
を
 

出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
 へ
｜
 ゲ
ル
が
三
口
う
よ
う
に
、
 
神
 の
 天
地
創
造
以
前
の
計
画
の
叙
述
だ
と
い
う
論
理
学
に
お
 け
る
彼
の
表
現
は
 、
そ
 

う
い
う
意
味
で
人
間
の
有
限
性
の
間
頭
が
そ
こ
に
は
 少
 し
も
現
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に
し
て
い
ま
 す
 。
現
代
の
哲
学
全
般
 

に
お
け
る
一
つ
の
根
本
的
な
特
色
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
 対
す
る
一
つ
の
反
動
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
有
限
者
の
 立
場
が
根
本
に
な
っ
て
 

お
り
ま
す
。
実
存
と
い
う
こ
と
は
、
有
限
な
存
在
者
の
自
 覚
 と
い
う
こ
と
を
基
礎
に
お
い
て
考
え
て
お
り
ま
す
。
 人
間
存
在
が
有
限
な
存
 

井
そ
 あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
い
ろ
ん
な
意
味
で
人
 間
 が
限
界
 境
位
 と
い
う
も
の
を
も
っ
と
い
う
こ
と
、
或
は
 ハ
イ
デ
 刈
ノ
ガ
｜
 
流
す
に
 
臣
 
ヒ
ロ
 

え
ば
、
人
間
が
死
へ
の
存
在
と
し
て
死
の
問
題
を
根
本
 に
も
つ
と
い
う
こ
と
、
ま
た
神
学
的
に
言
え
ば
、
人
問
 は
 罪
 と
い
う
こ
と
を
そ
の
 



り
ま
す
。
そ
う
し
て
 脱
 自
性
は
否
定
を
（
自
己
否
定
と
 し
て
無
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
 被
 限
定
性
・
否
定
性
を
）
 

自
由
と
自
発
性
に
も
と
 

し
 人
間
は
単
に
在
る
の
で
は
な
く
世
界
へ
と
超
越
し
て
 

づ
く
超
越
に
転
じ
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
ま
す
。
対
象
の
成
 

あ
る
も
の
で
あ
る
、
世
界
の
た
だ
な
か
に
あ
る
こ
と
が
 世
 

立
と
い
う
こ
と
も
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
と
、
第
一
次
の
無
 弄

 へ
と
超
越
す
る
こ
と
 

化
を
通
し
て
は
じ
め
て
 

可
能
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
私
が
庭
の
白
い
っ
 つ
じ
 の
花
を
見
て
い
る
と
す
る
と
、
私
が
白
い
花
を
対
象
と
し
 て
 注
視
す
る
の
は
、
 
全
 

体
の
庭
の
う
ち
か
ら
こ
の
白
い
花
を
現
前
さ
せ
、
そ
の
 他
 の
 健
 全
体
を
背
景
と
し
て
、
図
形
に
対
す
る
地
に
仕
立
 て
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
 

は
 単
に
私
が
す
る
の
で
は
な
く
、
私
が
あ
る
と
い
う
こ
と
 は
 、
存
在
の
全
体
に
無
の
枠
を
挿
入
す
る
こ
と
、
そ
れ
 に
よ
っ
て
対
象
の
開
け
 

に
 存
在
自
身
を
導
き
入
れ
る
こ
と
で
す
。
 

と
く
に
実
存
に
対
す
る
 無
 と
い
う
も
の
の
な
い
と
こ
ろ
 に
は
人
間
の
世
界
と
い
う
も
の
が
成
立
し
ま
せ
ん
。
歴
史
 0
 世
界
世
界
の
 

世
界
性
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
 北
極
で
雪
だ
ま
り
が
風
の
動
き
に
従
っ
て
ど
れ
ほ
ど
あ
 ち
ら
こ
ち
ら
と
動
く
こ
 

と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
場
所
の
移
動
あ
る
い
 は
 変
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
無
の
間
 題
 、
生
 き
た
存
在
が
死
に
面
す
 

る
 ど
か
歴
史
的
な
興
亡
と
い
う
こ
と
が
起
っ
て
来
る
と
 
い
う
意
味
で
の
無
の
問
題
、
無
化
さ
れ
る
と
い
う
問
題
 
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
 

ん
 。
 無
 化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
 始
め
て
世
界
が
世
界
と
し
て
人
間
に
開
か
れ
て
く
る
も
 の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
 

と
 
一
 つ
 で
あ
る
、
と
い
う
風
に
考
え
る
に
し
ま
し
て
も
、
 

そ
こ
に
 は
 超
越
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
絶
対
者
へ
の
 超
 越
 と
い
う
こ
と
を
括
弧
 

に
入
れ
、
絶
対
者
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
考
え
て
、
有
限
 者
の
立
場
だ
け
で
自
己
超
越
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
 し
て
も
、
そ
こ
に
超
越
 

さ
れ
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
有
限
者
の
超
越
を
考
・
 
乙
 る
と
き
に
、
有
限
者
が
自
己
自
身
を
超
越
す
る
と
い
う
 こ
と
の
う
ち
に
、
す
で
 

に
 暗
々
裡
に
ま
た
無
限
の
間
頭
と
い
う
こ
と
が
入
っ
て
く
 る
わ
け
で
す
。
有
限
か
ら
出
て
有
限
に
と
ど
ま
る
と
い
 ぅ
 形
で
、
自
己
超
越
の
 

問
題
を
押
え
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
超
越
の
問
題
 と
い
う
こ
と
を
考
え
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
有
限
と
無
限
と
 の
 関
係
と
い
う
こ
と
が
 

(4 ㏄ ) 

い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
は
人
間
の
意
識
が
対
象
に
志
向
 

す
 る
こ
と
が
、
既
に
脱
目
的
な
人
間
存
在
の
構
造
に
よ
っ
 

て
は
じ
め
て
可
能
に
な
を
 



-
 丁
 

 
 

 
 

づ
 0
 （
 
苗
 0
 コ
 、
さ
ら
に
は
一
層
根
源
的
な
 
臼
 Y
 笘
 o
 も
 oq
 
（
 
@
o
 
コ
 の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
て
い
く
と
し
ま
す
と
、
哲
学
の
 根
本
問
題
の
う
ち
に
 悲
 
1
 

こ
う
し
て
有
限
と
無
限
の
相
関
性
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
 に
お
い
て
改
め
て
根
本
の
問
題
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
 。
と
こ
ろ
で
そ
の
場
 

合
 、
こ
の
問
題
は
 、
 単
に
両
者
の
間
の
調
和
と
い
う
こ
 と
 で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
ポ
ル
・
リ
ク
ー
ル
な
ど
が
 強
調
し
ま
す
 よ
 う
に
 

両
者
の
間
の
隼
㌃
 穏
 。
 づ
 0
 ～
（
～
 

0
 コ
 （
不
調
和
）
と
い
，
 つ
 関
係
が
根
本
の
基
礎
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
 人
 間
 と
い
う
も
の
は
有
限
 

と
無
限
の
間
で
調
和
の
と
れ
た
関
係
の
う
ち
に
あ
る
の
 で
は
な
く
て
む
し
ろ
人
間
の
根
本
の
構
造
が
有
限
と
無
限
 の
 道
 対
応
と
い
う
所
に
 

あ
る
、
と
い
う
考
え
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
 い
う
考
え
は
結
局
、
有
限
と
無
限
と
の
一
つ
の
関
係
を
考
 え
る
の
で
す
が
、
そ
の
 

関
係
の
い
ち
ば
ん
根
本
に
逆
と
か
不
と
か
と
い
う
 非
｜
 調
和
関
係
を
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
も
っ
て
 い
る
悲
惨
と
か
自
己
 矛
 

盾
は
 、
人
間
に
お
け
る
自
己
と
自
己
と
の
関
係
が
 、
そ
 の
 故
に
ま
た
日
の
で
 q
o
 
づ
 0
 （
（
 

p
o
 

コ
を
 惹
起
し
た
と
こ
ろ
の
 関
係
だ
と
言
う
こ
と
で
 

あ
り
ま
す
。
 

御
 承
知
の
よ
う
に
こ
れ
は
、
人
間
存
在
の
悲
惨
さ
と
か
 人
間
存
在
の
も
っ
て
い
る
 暖
抹
 さ
と
い
う
こ
と
と
し
て
、
 

あ
る
い
は
人
間
存
在
 

の
も
っ
て
い
る
不
幸
な
絶
望
的
な
自
覚
の
関
係
と
し
て
、
 す
で
に
パ
ス
カ
ル
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
最
近
で
は
 メ
 ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
な
 

ど
 多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
来
た
問
題
で
あ
 り
ま
す
。
し
か
し
今
、
問
題
を
根
本
的
に
色
 ョ
の
 
-
o
r
o
 

ち
 o
q
 
ま
 0
 コ
 と
い
う
関
係
と
し
 

訓
て
 捉
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
人
間
は
ま
 た
 非
常
に
ち
が
っ
た
あ
ら
た
な
形
で
考
え
ら
れ
る
必
要
 が
で
て
来
る
わ
け
で
あ
り
ま
 

ね
す
 。
人
間
が
自
ら
の
う
ち
に
 
ヨ
ぴ
 。
 口
 お
っ
 0
 ユ
乙
コ
 
を
も
ち
、
根
本
的
に
絶
対
的
 
神
 的
自
覚
と
有
限
的
自
覚
 の
 超
越
論
的
な
色
ア
ョ
 0
 。
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根
本
的
な
問
題
と
な
っ
て
来
ま
す
。
従
っ
て
、
有
限
と
 無
限
の
関
係
と
い
う
面
か
ら
考
え
ら
れ
て
来
た
問
題
が
 、
 今
一
度
新
し
い
次
元
で
 

考
え
な
お
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
ま
す
。
 

七
 



惨
や
罪
 、
あ
る
い
は
人
間
の
根
本
的
な
破
綻
の
構
造
が
 、
 所
謂
本
質
と
実
存
と
の
実
存
論
的
矛
盾
と
し
て
の
 緊
 張
 関
連
の
場
に
即
し
て
 

一
層
深
く
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
悲
惨
と
い
う
こ
と
は
、
 単
に
人
間
が
人
間
と
し
て
貧
し
い
と
か
、
乏
し
い
と
か
 言
う
こ
と
で
は
な
く
、
 

パ
ス
カ
ル
が
舌
口
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
人
間
の
悲
惨
と
は
 
帝
王
の
悲
惨
で
あ
る
と
い
う
風
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 そ
れ
は
廃
位
さ
れ
追
放
 

さ
れ
た
王
の
悲
惨
で
あ
り
、
そ
の
玉
の
悲
惨
の
な
か
に
は
 彼
が
ど
ん
な
高
い
地
位
に
あ
っ
た
か
が
示
さ
れ
て
い
ま
 す
 。
人
間
が
罪
に
陥
 ち
 

て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
罪
に
陥
 ち
 入
る
前
に
ど
れ
ほ
ど
 ま
 
円
い
人
間
で
あ
っ
た
か
み
 
二
 
小
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
客
 観
 的
な
悲
惨
で
は
な
く
 

て
 、
堕
落
し
た
人
間
と
し
て
、
人
間
の
本
来
性
の
高
さ
を
 示
し
、
ま
た
人
間
の
本
質
的
高
貴
性
の
う
ち
に
堕
落
の
 可
能
性
と
い
う
も
の
が
 

は
じ
め
か
ら
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
先
程
 は
人
間
が
自
己
の
う
ち
に
無
限
に
深
ま
っ
て
行
く
と
申
し
 ま
し
た
が
、
そ
の
よ
 う
 

な
調
和
的
な
ア
イ
デ
ア
 リ
 ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
と
対
比
 し
て
舌
口
え
ば
、
こ
こ
で
は
自
分
の
底
に
無
限
に
絶
望
的
 に
陥
 ち
て
行
く
と
い
う
 

方
向
を
も
っ
た
人
間
と
い
う
も
の
が
捉
え
ら
れ
て
来
る
 こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
う
い
っ
た
 人
 間
の
自
覚
を
（
 r
a
n
s
l
 

由
兆
 の
の
 
コ
 宙
の
ま
日
な
自
覚
だ
と
自
ロ
い
た
い
と
思
い
ま
す
 
そ
れ
は
、
耳
目
お
の
 コ
 忠
ま
 注
 
な
上
へ
の
超
越
を
さ
 か
 さ
ま
に
し
た
様
な
 、
 

（
 
r
a
 
コ
 の
り
の
 

コ
 隼
の
ま
目
な
立
場
を
媒
介
に
し
て
始
め
て
出
て
 来
る
よ
う
ば
 、
 下
へ
の
墜
落
と
し
て
の
下
へ
の
超
越
 と
 い
 う
 意
味
を
含
ん
だ
 人
 

間
の
自
覚
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
 

そ
こ
で
の
人
間
の
自
覚
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ば
無
限
の
 没
落
と
い
う
悲
惨
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 キ
ヱ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
に
よ
れ
 

ば
 、
人
間
は
自
己
が
自
己
自
身
に
対
し
て
関
係
す
る
 関
 係
 で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
も
た
だ
自
己
自
身
 
に
 関
係
す
る
だ
け
で
な
 

く
 、
そ
の
関
係
が
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
 人
 間
の
自
覚
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
関
係
が
絶
 望
 的
な
関
係
と
な
り
 得
 

る
た
め
に
、
関
係
が
ま
た
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
 一
 層
 深
い
 黛
ヤ
屈
 。
で
。
 

ニ
ざ
コ
 と
い
う
関
係
と
の
関
係
に
入
 ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
 

ん
 。
自
己
が
自
己
を
と
い
う
理
想
的
自
覚
の
調
和
的
関
 係
 と
自
己
と
自
己
と
の
不
調
和
と
い
う
絶
望
の
関
係
は
 、
 自
覚
関
係
の
二
類
別
で
 

は
な
く
、
後
考
は
関
係
の
関
係
で
こ
の
二
つ
の
関
係
が
自
 覚
 的
に
絡
み
合
う
と
こ
ろ
に
成
立
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
 っ
て
 宙
乙
弓
 
（
 
0
 ㌧
 o
r
 
ヰ
 。
 コ
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こ
の
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
 な
く
な
り
ま
し
た
が
、
例
え
ば
親
鸞
の
信
と
い
う
こ
と
 に
 関
し
て
申
し
て
み
 

れ
ば
、
そ
の
意
味
が
や
や
明
ら
か
に
な
る
か
と
思
 い
ま
 す
 。
 

親
 駕
は
善
導
の
教
え
た
至
誠
心
の
問
題
を
解
釈
し
な
お
 し
て
お
り
ま
す
。
至
誠
心
と
い
う
の
は
、
善
導
で
は
、
 私
 た
ち
が
こ
と
を
行
な
 

う
と
き
、
そ
の
行
為
の
内
と
外
と
が
別
々
で
あ
っ
て
は
 な
ら
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
心
の
内
面
の
 、
心
 情
の
清
純
さ
と
い
う
こ
 

と
が
大
切
で
あ
っ
て
、
た
と
え
外
に
行
な
う
と
こ
ろ
が
 夜
も
昼
も
頭
の
髪
の
毛
が
燃
え
る
の
を
ふ
り
払
う
ほ
ど
の
 熱
心
さ
で
修
業
す
る
と
 

ィ
 
調
 

い
う
の
で
あ
っ
て
も
、
心
の
内
に
少
し
で
も
不
純
な
 も
の
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
風
に
善
導
は
言
 っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
舌
口
 

何
刈
 

ね
え
ば
 、
本
当
の
至
誠
心
と
い
う
も
の
は
阿
弥
陀
仏
の
 も
の
で
あ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
も
っ
て
お
ら
れ
る
至
誠
心
 と
 比
べ
る
な
ら
ば
、
人
間
が
 

 
 
 
 

ィ
ラ
 そ

れ
に
相
応
す
る
に
は
、
人
間
の
良
心
の
清
浄
と
い
う
こ
 と
に
少
し
で
も
い
つ
わ
り
や
偽
善
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
 い
か
ら
で
あ
る
、
 
と
強
 

を
臼
 s
l
 
笘
 0
 で
 o
r
 
（
 
ナ
 
0
 コ
に
 導
い
て
行
き
ま
す
。
そ
う
い
，
 
っ
 関
係
を
開
い
て
行
く
も
の
と
し
て
絶
望
的
な
関
係
は
 、
 さ
し
あ
た
り
 先
 

が
 自
己
自
身
の
う
ち
へ
と
無
限
に
深
く
掘
っ
て
行
く
と
 い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
掘
っ
て
行
く
方
向
は
先
 の
場
合
と
は
 逆
 

て
 、
 t
r
a
 

コ
 の
り
の
の
 

c
e
 

コ
 年
の
日
日
な
方
向
で
あ
る
、
と
さ
き
に
 
も
 申
し
ま
し
た
如
く
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
 す
 。
 私
 （
 H
n
 
下
 ）
 

ま
す
な
ら
 べ
エ
 ー
 メ
 の
所
謂
ぎ
す
（
の
（
 H
n
 
ゴ
 ）
を
包
ん
で
 い
る
 
コ
す
 ま
の
の
問
題
で
あ
る
と
舌
口
え
ま
す
。
こ
こ
で
 

言
う
無
と
い
う
 

否
定
的
な
意
味
で
の
無
で
あ
り
ま
す
。
人
間
存
在
の
な
 か
で
そ
う
い
う
否
定
的
な
無
の
間
 題
 が
根
底
的
に
問
題
に
 さ
れ
る
と
き
に
 

そ
れ
を
超
え
た
元
調
和
と
い
う
も
の
が
二
つ
の
も
の
の
 矛
 盾
を
超
え
た
高
い
意
味
で
の
 私
 と
し
て
考
え
ら
れ
て
 来
 る
よ
う
に
な
る
 

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
ア
イ
デ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
 調
 和
 に
逆
戻
り
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
そ
 の
よ
う
な
高
い
 

和
は
如
何
に
し
て
成
立
す
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
 

つ
 自
己
 

で
あ
っ
 

と
言
い
 

の
は
、
 

逆
に
 

と
思
い
 

意
味
の
 



謝
 し
て
お
り
ま
す
。
 

親
鸞
は
こ
の
至
誠
心
の
理
解
を
、
 

御
 承
知
の
よ
う
に
 転
 釈
し
て
、
至
誠
心
と
い
う
も
の
を
阿
弥
陀
仏
の
至
誠
心
と
 し
な
が
ら
、
そ
れ
に
 

よ
っ
て
 隠
 し
出
さ
れ
た
人
間
の
罪
悪
生
死
の
有
限
性
を
強
 謝
 し
ま
す
。
す
な
わ
ち
外
に
 賢
善
 精
進
の
相
を
現
わ
し
 て
、
 内
に
虚
仮
の
心
を
 

懐
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
文
を
、
「
外
に
 

賢
善
 精
進
の
 相
を
現
ず
る
を
 得
 ざ
れ
 、
 内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
」
 

と
 読
み
な
お
し
ま
し
た
。
 

こ
の
こ
と
は
至
誠
心
の
問
題
を
、
人
間
の
精
神
の
根
本
の
 有
限
性
の
間
 題
 と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
カ
ン
 ト
 の
り
ゴ
リ
ズ
ム
に
も
 

あ
た
る
よ
う
な
良
心
の
純
粋
さ
の
問
題
と
し
て
の
道
徳
 的
な
至
誠
心
の
教
え
を
、
一
転
し
て
根
源
悪
 め
 
（
 
r
a
 
コ
の
宙
 
窃
お
コ
ロ
 の
 
コ
 （
の
）
 
な
 領
域
 

の
方
向
へ
と
、
否
定
の
方
向
へ
の
超
越
へ
と
読
み
替
え
た
 わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
阿
弥
陀
仏
の
も
っ
 て
い
る
至
誠
心
と
い
う
 

も
の
が
鏡
に
な
っ
て
、
私
自
身
の
虚
仮
の
心
、
虚
偽
の
 心
と
い
う
も
の
が
、
つ
ま
り
罪
に
沈
 油
 し
て
い
る
自
己
と
 い
う
も
の
が
、
そ
こ
に
 

明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
 立
 
愚
昧
 で
 至
誠
心
と
い
う
も
の
は
良
心
の
傷
み
と
い
う
意
味
 を
も
っ
て
来
ま
す
。
 
い
 

わ
ゆ
る
良
心
と
い
う
こ
と
は
、
良
心
と
い
う
言
葉
が
示
 し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
私
が
私
の
良
心
に
背
か
な
い
と
い
 う
と
き
、
私
は
明
鏡
止
 

水
 で
あ
っ
て
 、
 私
は
何
一
つ
恥
づ
べ
き
こ
と
は
な
い
と
 い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
前
提
と
し
て
私
に
良
知
良
 能
の
至
誠
心
の
あ
る
こ
 

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
 至
 誠
心
と
し
て
の
良
心
は
、
良
心
の
呵
責
に
耐
え
な
い
と
 言
 う
と
き
に
示
さ
れ
る
よ
 

う
 に
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
悪
を
責
め
る
も
の
と
な
り
 ま
す
。
良
心
は
わ
れ
わ
れ
の
良
知
良
能
の
至
誠
を
意
味
す
 る
よ
り
も
、
む
し
ろ
わ
 

れ
わ
れ
の
根
源
的
な
否
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
と
い
う
も
の
は
、
 
こ
 ぅ
 せ
よ
と
は
舌
口
わ
な
Ⅱ
 
リ
 

で
、
こ
う
し
て
は
い
け
低
い
真
 
口
 
う
と
い
う
の
が
プ
ラ
ト
 ン
の
 ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
あ
り
ま
す
 が
 、
こ
れ
に
因
ん
で
 ハ
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
良
心
は
沈
黙
に
お
い
て
否
定
を
語
る
も
 の
で
あ
る
、
良
心
の
声
は
沈
黙
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
こ
 と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
 

が
 、
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
理
窟
を
つ
け
て
自
分
の
理
 性
 が
納
得
す
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
言
い
ま
ぎ
ら
わ
そ
 ぅ
 と
し
て
も
、
そ
れ
を
 

否
定
し
て
沈
黙
さ
せ
る
の
が
良
心
の
声
で
あ
り
ま
す
。
 良
 心
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
う
ち
に
 あ
っ
て
、
し
か
も
自
己
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を
こ
え
た
一
つ
の
否
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
 

親
鸞
の
至
誠
心
と
し
て
の
良
心
で
は
、
こ
の
否
定
は
機
 

の
 深
信
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
。
自
身
は
現
に
罪
悪
 

生
 死
の
凡
夫
で
あ
る
と
 

い
う
、
つ
ま
り
自
分
は
罪
の
人
間
で
あ
っ
て
罪
か
ら
は
 

離
 れ
 得
な
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
心
に
な
り
ま
す
。
至
誠
 

心
の
問
題
は
、
 
親
曲
の
 

解
釈
に
よ
っ
て
 
俄
 悔
の
言
葉
と
な
り
、
そ
し
て
 
俄
 悔
の
手
 
一
コ
 

薬
 と
し
て
の
機
の
深
信
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
そ
 

れ
が
法
の
深
信
と
し
て
 

阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
信
ず
る
と
い
う
心
と
結
び
つ
く
 

ゎ
 け
で
す
。
そ
こ
に
廻
向
発
願
心
の
問
題
と
い
う
も
の
が
あ
 

り
ま
す
。
親
鸞
が
廻
向
 

発
願
心
の
問
題
を
考
え
ま
す
と
き
、
有
名
な
二
河
白
道
 

の
讐
 え
を
と
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
信
仰
の
揺
が
な
い
相
続
 

（
宗
教
的
決
断
の
反
覆
）
 

と
い
う
こ
と
と
し
て
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
信
仰
 

の
 望
み
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、
信
仰
の
揺
が
な
 

い
 相
続
と
し
て
、
信
仰
 

の
 持
続
性
の
間
 題
 と
し
て
親
鸞
で
は
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
 

す
 。
こ
の
問
題
は
結
局
、
至
誠
心
と
深
心
と
廻
向
発
願
 

心
の
問
題
と
し
て
、
 
我
 

は
も
っ
と
元
に
戻
せ
ば
、
第
十
八
願
の
至
心
と
信
楽
と
欲
 

生
 の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
 

 
 

わ
れ
わ
れ
の
自
覚
は
 
、
 先
に
申
し
ま
し
た
が
わ
ゆ
る
 
目
 の
コ
 
の
宙
の
の
 

c
 
の
コ
年
の
巳
 

日
 な
方
向
に
お
い
て
は
、
自
己
白
身
 
が
 無
限
に
自
己
の
根
 

底
 に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
、
根
源
に
あ
る
 

無
 限
の
罪
の
目
 
覚
 と
い
う
も
の
に
触
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
 

い
わ
ぬ
る
先
験
的
な
道
徳
的
意
識
の
自
覚
は
 

、
 彼
の
宗
教
 論
 に
お
い
て
は
一
転
し
て
根
源
悪
の
自
覚
の
問
題
と
な
 

っ
て
い
ま
す
。
シ
ェ
 
り
 

ン
グ
 は
「
人
間
的
自
由
の
木
質
」
の
中
で
、
こ
の
 

ニ
つ
 
の
も
の
の
関
係
を
日
の
目
の
の
の
）
 

ヴ
の
 
（
の
の
（
 

z
u
 

品
 
と
お
田
の
 の
の
圧
の
田
の
。
 

ヰ
 
Ⅱ
 
缶
邑
抽
 
（
 
理
 

想
 的
な
自
己
措
定
と
現
実
的
な
自
己
措
定
）
と
し
て
 

捉
 -
 
ぇ
 、
そ
し
て
カ
ン
ト
自
身
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
て
い
た
よ
 

う
 な
理
想
的
な
自
己
 
措
 

定
か
ら
も
う
一
度
根
源
的
に
人
間
の
真
相
に
立
ち
還
っ
 

た
と
き
に
、
現
実
的
な
自
己
措
定
と
し
て
罪
の
自
覚
の
 

方
向
に
、
こ
こ
で
い
う
 

信
紐
 

仰
 
Ⅰ
中
の
つ
（
 

（
 
r
a
 

口
約
 

0
 づ
 
e
 
0
 
の
の
の
 

三
 0
 
ロ
 
コ
 
Ⅰ
の
 
コ
 
0
 
t
a
 

間
頭
と
い
う
も
の
が
い
ろ
い
ろ
 

）
 な
 方
向
に
深
ま
っ
た
の
だ
、
 

 
 

  

-
 
人
 
行
 

問
題
が
、
真
宗
の
言
葉
で
言
え
ば
機
法
二
種
の
深
信
の
・
 

っ
 ち
の
機
の
深
信
の
問
題
が
出
て
来
ま
す
。
し
か
し
機
の
 

深
信
の
問
題
は
法
の
深
 Ⅰ 9 (465) 
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み が 目て O 曲 い るこ にか 一 しは私た 彼 ガそ   
と 風 精 に は な か ま       う風 綜合神と入るいうに 老 こと 一 こ ] す 。 @ マレ 

こ え 身 と だ を あ セ に 

と を た体いと い はう 考 中 した な   
" " そ 風 え ま は 会 で 

つ そ れ に ら し ど   っ あ 
て る うい まりして れ ぞ 考え れる た 話 か 

キ そ ち ら 。 へ っ を に 
    れ が れ 綜 @ 意 し っ 
ス が う て 合 ゲ 味 た い 

と て 
き は     が 今 

、 れ ら で ル 詰 は 

  つ む 

た は 
言 や 

葉 詳 

な し     
自 べ   身 る 

の 時 

ことのいととか とこ 綜 。 身肉 と 考 間 
" え が "   、っこ 意 合との のよ 自分 休 とが 体とは ア し 一 り   つ ま 

こ マ 杉 君 ず っ 旨 の せ 
こ ル で え 別 の の 手 ん 
で セ は は 々 紘 こ が   
詳 か な 両 に 一 と か こ 

し は く 者 あ だ を   
と で 

し は 
・ え ま て た 

中 だ     
あ 昨 と き る。 げ 年 

と は っ あ 次     て 私 

一 わ す す 場 信 
つ さ る 。 と と 

め れ よ 有 か い 

統 る ぅ 限 か ぅ 一 のう根ので よな性み こと 

な な 源   氏 は を 
か も 的 で な 抜 
に の な 私 く き 
入 が 和 は 、 に 

  
@.1 才Ⅱ 本 

    
隼ま ガす 煮 する 立 するます。 と も 

    
たで そ言 ， かも い う者 限   
至 、 問 を の 
心 法 顕 老 士 

、 の の え 場 
仁 深 根 て と 

楽 信 太 い か 

" と に る 無   
生 う そ ら 者 
cD3  こ れ で だ 

三 と を あ け   
が 現 済 ま 立 



行為   信仰 

は
で
き
ま
せ
ん
し
、
ま
た
そ
れ
を
充
分
に
理
解
し
得
る
 だ
け
の
体
験
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
 、
マ
ル
 ち
 
L
 
ル
ハ
 
ツ
 
舌
口
業
 
は
 

私
に
と
っ
て
「
存
在
の
神
秘
」
と
い
う
も
の
の
意
味
を
 明
ら
か
に
し
、
言
と
い
う
も
の
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
 

る
の
に
、
極
め
て
重
要
 

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
マ
ル
セ
ル
は
、
自
分
自
 身
の
精
神
と
肉
体
と
の
関
係
の
な
か
で
受
肉
と
い
う
こ
と
 を
 捉
え
、
し
か
も
そ
こ
 

に
 砧
仲
 
の
舌
ロ
 

0
%
 

又
 
六
 %
 と
い
ス
ノ
 
担
 例
ム
笹
の
そ
の
手
目
と
い
 

，
 
-
 
。
 
@
 
ダ
 
i
 

二
ノ
よ
 

も
の
 0
 本
質
を
よ
く
捉
え
て
い
ま
す
。
存
在
の
神
秘
と
い
う
 
こ
と
が
ど
う
い
う
風
に
 

し
て
わ
れ
わ
れ
に
あ
ら
わ
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
 歴
 史
的
な
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
 私
 自
身
の
心
身
の
関
係
の
 

う
ち
で
端
的
に
掴
ん
で
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
そ
こ
か
 ，
 
ら
 私
た
ち
の
よ
う
な
人
間
に
解
か
る
よ
う
に
教
え
て
く
れ
 て
い
る
と
思
い
ま
す
。
 

私
が
申
し
た
い
の
も
、
こ
の
有
限
と
無
限
と
の
根
源
的
な
 統
一
と
い
う
問
題
は
、
あ
る
意
味
で
、
言
葉
の
問
題
あ
る
 い
は
 （
 
コ
の
 
が
（
口
鉾
 

ヱ
 0
 コ
 

の
 問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
 あ
り
ま
す
。
仏
教
で
は
、
仏
の
名
号
は
法
性
法
身
と
方
 便
法
身
の
関
係
と
し
て
 

教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
性
法
身
と
い
う
の
は
絶
対
の
 無
 と
し
て
の
あ
り
方
で
す
が
、
こ
の
絶
対
の
無
と
し
て
の
 あ
り
方
か
ら
方
便
法
身
 

と
し
て
の
名
号
が
、
つ
ま
り
そ
れ
自
体
は
ど
こ
ま
で
も
 法
身
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
も
こ
の
世
界
に
現
わ
れ
て
 来
 た
も
の
と
し
て
の
名
号
 

と
い
う
も
の
が
、
方
便
法
身
と
し
て
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
 方
便
法
身
は
い
つ
も
法
性
法
身
に
似
る
と
い
う
風
に
言
 わ
れ
て
い
ま
す
が
、
 そ
 

う
い
う
法
性
法
身
と
方
便
法
身
と
は
 展
 々
 相
 入
し
、
 互
 に
 媒
介
し
合
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
今
キ
リ
 ス
ト
 教
 的
な
概
念
を
手
 

が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
ま
す
場
合
、
マ
ル
セ
ル
の
 =
=
 

ロ
 
っ
た
 意
味
で
の
存
在
の
神
秘
と
し
て
の
 
旨
 。
㏄
（
 

臣
 p
d
 
片
 
o
 コ
 と
い
う
概
念
が
 、
 私
に
 

は
 非
常
に
意
味
の
深
い
も
の
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
 

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
私
は
も
う
少
し
、
絶
対
の
有
と
し
 て
の
存
在
の
捉
え
方
と
絶
対
の
無
と
し
て
の
存
在
の
捉
 え
方
と
の
対
比
と
か
 

そ
れ
ら
相
互
の
関
係
と
い
う
こ
と
、
舌
ロ
 
い
 換
え
れ
ば
絶
対
 者
を
有
と
し
て
考
え
る
西
洋
の
形
而
上
学
の
伝
統
と
絶
 対
 者
を
無
と
し
て
考
え
 

る
 仏
教
の
立
場
の
関
係
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
ま
た
 そ
こ
で
法
性
法
身
と
言
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
は
形
な
く
ま
 し
ま
す
、
 形
 あ
る
を
 ば
 

阿
弥
陀
仏
と
は
申
さ
ず
と
聞
き
な
ら
い
て
候
、
と
親
鸞
 が
 三
口
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
な
絶
対
の
無
と
し
て
の
絶
対
 
か
 ら
ど
う
い
う
風
に
し
て
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以
上
私
の
申
し
ま
し
た
こ
と
を
最
後
に
も
う
一
度
か
い
 つ
ま
ん
で
申
し
ま
す
と
、
人
間
の
自
覚
の
根
底
に
お
い
て
 は
 、
人
間
が
自
己
 自
 

身
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
形
式
論
理
的
に
 卜
 Ⅱ
 臣
 
と
い
う
 

蛋
 日の
関
係
で
は
な
く
て
、
無
限
に
自
 
己
 自
身
を
深
め
て
い
く
 

宙
 0
 コ
（
～
（
 

ゼ
 と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
無
限
に
 自
己
自
身
を
深
め
て
い
く
～
Ⅰ
の
 コ
 （
 
ノ
 せ
の
根
底
に
は
、
 
そ
 の
 根
源
に
い
わ
ば
垂
直
 

的
に
そ
れ
を
切
っ
て
い
る
よ
う
な
超
越
性
の
次
元
が
あ
 る
、
 従
っ
て
こ
の
超
越
性
の
次
元
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
 ば
 、
人
間
の
自
己
自
身
 

へ
の
自
覚
と
い
う
も
の
が
神
の
神
自
身
へ
の
自
覚
と
結
び
 つ
く
木
質
的
な
必
然
性
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
面
だ
け
 を
 強
調
す
る
な
ら
ば
、
 

人
間
の
有
限
性
の
間
 題
 と
い
う
こ
と
は
出
て
来
な
い
。
 

有
 根
性
の
問
題
は
実
存
哲
学
を
中
心
に
し
て
現
代
の
哲
学
 の
 根
本
の
問
題
に
な
っ
 

て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
有
限
性
の
問
題
は
 、
 単
な
る
有
限
 な
る
個
物
が
こ
こ
に
あ
る
と
か
そ
こ
に
あ
る
と
か
い
う
 こ
と
で
は
な
く
て
、
 
根
 

本
 的
に
は
、
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
な
 
t
r
a
 

口
の
宙
の
の
り
の
 

コ
 &
 の
コ
 
d
u
 
）
な
も
の
の
考
え
方
を
基
礎
に
お
い
て
、
そ
れ
を
 突
破
し
た
と
こ
ろ
に
あ
 

る
 。
突
破
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
舌
口
 
え
ぱ
 、
そ
れ
は
（
 r
a
 
コ
 約
の
の
 
り
 の
 目
 三日
な
下
へ
の
超
越
が
、
そ
の
底
に
開
 か
れ
た
そ
れ
を
包
む
 逆
 

超
越
の
領
域
に
入
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
 そ
 こ
に
人
間
の
実
存
の
問
題
は
超
越
の
問
題
を
含
ん
で
い
て
 、
超
越
の
問
題
は
 、
上
 

の
方
向
か
ら
下
の
方
向
へ
、
下
へ
の
方
向
か
ら
 逆
 超
越
 へ
 と
 、
人
間
の
悲
惨
と
神
の
栄
光
の
逆
対
応
と
し
て
の
 自
 己
 同
一
性
へ
と
開
か
れ
 

て
 来
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
悲
惨
の
方
 向
の
自
覚
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
問
題
は
 、
有
 限
 と
無
限
と
の
 

日
ヤ
 

閲
 0
 で
 0
r
t
 

曲
 
o
 コ
と
 舌
口
え
る
一
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
 
で
あ
り
、
こ
の
逆
対
応
の
関
係
が
一
つ
の
和
解
の
大
行
 に
 統
一
さ
れ
る
問
題
と
 

こ
と
は
 

い
つ
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
 的
 な
意
味
で
の
神
の
言
の
 問
題
で
あ
り
、
あ
る
い
は
仏
教
的
な
意
味
で
ね
名
号
の
 
問
題
で
あ
る
、
そ
し
て
 

と 名 
は 号 
で と 

き い 
ま ， っ 

せ ら 

  
現 
  

十 
  

て釆 

る 

  

と 
  
  
よ 
  
な 
  
と 

を 
も 

明 
り @ 
カユ 

<c 
し 

力， @ 
  
と 
田   
  
ま 

す 
が 

も 

ヰへ @@ 
や 
  
  
で 

は 
立 
ち 
入 
る 
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行為と信仰 

そ
こ
に
一
つ
の
根
本
的
な
、
人
間
の
悲
惨
の
底
に
 、
悲
 惨
を
通
し
て
、
新
し
い
恩
寵
に
入
る
よ
う
な
自
覚
の
 

て
 来
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 教
 行
信
証
の
行
と
信
の
問
題
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
 

目
 な
仕
方
で
教
え
て
く
れ
ま
す
。
 

（
こ
の
稿
は
薗
田
 坦
 氏
の
整
理
さ
れ
た
私
の
公
開
講
演
の
筆
録
に
 、
す
こ
し
く
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
 @
 

道
 
（
信
証
の
道
）
が
開
か
れ
 

う
 な
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に
 独
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啄
 

@
 
ま
土
 

，
 

Ⅱ
し
１
 ネ
 会
主
義
者
と
し
て
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
も
の
 が
圧
棲
 的
に
多
く
、
も
は
や
語
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
 Ⅰ
っ
て
も
 

卜
 

過
 舌
口
で
は
な
い
 り
だ
 

 
 

 
 

 
 

石
 

ろ
う
。
 

(471) 

木の思想と宗教 

ち く い（ 文 26 
          ろり 社学 歳石 

社 、 0 よ                                             
会 う て 詩 し の 水 
主 な い 人 て 生 が 
義 塚 る 、 名 を   
仝牙門 木     
め る   代 の つ る で 
二 つ 文 歌 た ま 身 一 
づ く   学人 の " 啄でを ホ " 立 
わ 上 中 態 で 詩 て   で 傷 あ 、 る 
て た 、 の る 短 こ 

者 の 啄 作 が 歌 と 

え は 

れ多 
を決 木 は 家 、 死 、 Ⅱ 

ど 社 後 説 ， L 、 

て く 費 金         好 主 そ 評 て 

る 「 学 さ 義 の 論 郷   れ 文 評 等 里 

  、 単 価 を 岩 
啄 か 啄 者 は 書 手 
水 ら 木 と 更 き 県 
研 で 
究 あ から ほど いう に古 向 近 
め る 各 よ く 代 上 多 面 う な 文 京 
く 啄 
は 木 した り、 ￥ 史   と 々 啄 上 の 
詩 は、 り ト 木 に は 

あ か に 大     @ Ⅰ） 耗芯は げ が つ き 明 ほ可 

歌   ら つ い な 治 

ノく -- れ き て 足 35 
、 般 

7 年 @c 年 跡を 研究 まと 研 の 、 
木 

麦 浪 
と 漫 歳 され % 究 、 残し 

て ひ 評 た の 

去む 

し 主 
よ 秋 ての であ 啄 義 時代 いる人 とっの 論はあ 。生前 木 も 啄 と か る 

か 自 妙 木 を ら   

子 

然 な 像 た 詩 以 
あ 主 い を た 人 来 
る 義 で っ な     

石
川
啄
木
の
思
想
と
宗
教
 



し
か
し
、
私
は
 、
 

逃
し
た
く
な
い
。
⑳
 

余
地
は
あ
る
。
恐
ら
 

れ
を
追
求
し
、
そ
の
 

野
を
さ
ま
よ
っ
た
と
 

進
路
の
指
針
と
も
な
 

我
意
識
の
発
露
を
 、
 た

と
え
そ
れ
が
、
朝
風
の
亜
流
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
 啄
 木
が
、
一
時
そ
の
思
想
に
強
く
惹
か
れ
て
い
た
こ
と
を
 見
 

歳
 に
も
み
た
ぬ
青
年
が
、
西
洋
思
想
を
ど
こ
ま
で
理
解
 し
 、
自
分
の
心
底
に
定
着
さ
せ
た
か
は
、
も
と
よ
り
考
慮
 の
 

く
そ
れ
は
不
消
化
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
 し
 、
啄
木
は
少
な
く
と
も
、
一
時
そ
の
思
想
に
傾
倒
し
、
 そ
 

中
か
ら
彼
な
り
に
何
か
を
把
握
し
て
い
た
と
い
え
る
で
 あ
ろ
う
。
一
人
の
青
年
が
何
も
の
か
を
求
め
て
、
思
想
の
 荒
 

き
、
そ
こ
に
与
え
ら
れ
た
一
筋
の
光
明
は
、
ど
れ
ほ
ど
 青
年
の
心
に
輝
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
 の
 

っ
 た
と
思
う
。
こ
う
い
う
点
で
、
私
は
、
啄
木
の
思
想
を
 と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
結
び
つ
い
た
 わ
小
 

そ
の
人
生
の
根
底
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 

こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
私
が
と
り
あ
げ
た
い
の
は
 
、
従
来
、
あ
ま
り
深
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
 る
 啄
木
の
一
面
で
あ
 

る
 。
そ
れ
は
、
と
く
に
、
初
期
の
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
 
と
 宗
教
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
思
想
 が
 、
啄
木
の
一
生
の
中
 

で
、
ど
う
流
れ
て
い
っ
た
か
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
 息
 づ
き
、
考
え
、
悩
み
苦
し
ん
だ
啄
木
が
求
め
た
も
の
は
 何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
 

を
 、
啄
木
の
書
き
残
し
た
も
の
の
中
に
辿
る
こ
と
に
よ
 っ
て
 、
 別
の
啄
木
像
が
 、
 浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
 な
い
か
と
思
 う
 。
 

%
 歳
で
死
ん
だ
啄
木
が
、
思
想
的
に
大
成
し
た
と
は
 思
 -
 
え
な
い
。
明
治
と
い
う
時
代
が
、
現
代
と
異
な
り
、
若
年
 で
 社
会
的
地
位
を
得
 

て
活
曜
 で
き
た
時
代
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
思
想
面
 か
，
 
ら
 見
れ
ば
、
や
は
り
未
熟
の
域
を
脱
し
え
な
か
っ
た
で
あ
 ろ
 う
 。
そ
の
点
は
考
慮
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
啄
木
研
究
の
多
く
は
、
啄
木
 
の
 初
期
の
哲
学
思
想
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
 。
触
れ
て
い
る
と
し
て
 

も
 、
そ
れ
が
当
時
紹
介
さ
れ
た
ば
か
り
で
流
行
し
て
 ぃ
 た
 エ
イ
チ
ェ
の
受
け
売
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
紹
介
し
た
 妨
 崎
 暁
風
・
高
山
樗
牛
の
 

影
響
が
濃
い
と
し
て
、
そ
こ
に
何
ら
独
創
性
が
な
い
と
 し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
啄
木
を
貫
く
哲
学
的
あ
る
い
は
 宗
教
的
な
思
想
の
影
響
 

を
無
視
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
（
 
3
 ）
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石川啄木の 

   
 
 
 

で
あ
る
。
 

 
 

こ
の
挫
折
へ
の
適
応
は
、
よ
り
深
く
広
い
知
識
，
教
養
 
を
 身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
郷
里
に
 養
 生
生
活
を
送
り
な
が
 

ら
 、
啄
木
は
文
学
活
動
を
 っ
 づ
け
、
読
書
に
日
を
費
 す
 。
 そ
の
頃
か
ら
 司
 明
星
 仁
に
 短
歌
・
詩
が
掲
載
さ
れ
出
し
 、
詩
人
啄
木
が
誕
生
し
 
2
 

    B 、 想と宗教 

  て ン す 休 は っ 

      んどが わである い と きたの い経路 すんだ 恵まれ 貴族と である 常況 手 たとき るぅ 。 目的が II '""-   
上 盤 は 卒 愛 さ 女 て 子 
京 間 む 業 好 わ 二 無 と   
後 の し を し が 人 理 し 
半 文 ろ 目 、 れ の に て 

玉阻 る 。 
三 上 

年 化 当 前 沃 た の 移 生 つ さ そ 

た で 然 に 第 。 ち つ ま 

で す 何 週 の し た 徳 恵 
啄 べ き 学 活 た 男 手 ま 
  

み た た 
木 く で し 動 環 め が れ た こ 一 た環 旗 あっもなは た ぅ ） 5 が中 境か 子を 啄木 

      て 京 ろ     

りイ ス " のしき。 ド愛 大た 
    
る 

想の展 よ では、 
開 

が す 
最 ぎ と - 
  
初 た   な 生 こ   を 力 が し の 村 つ め こ 

挫 そ 抱 ン 誕 た 生 へ た 挫 で   い 二 生 。 活 移 と 折 挫 



花
期
と
な
っ
た
。
 

明
治
 銘
 年
か
ら
 佃
 年
に
か
け
て
は
、
啄
木
に
と
っ
て
 多
 端
な
時
期
で
あ
っ
た
。
結
婚
、
長
女
の
誕
生
、
詩
集
「
 あ
 こ
が
れ
」
の
出
版
な
 

ど
の
明
る
い
こ
と
の
反
面
、
父
の
宝
徳
 寺
 罷
免
を
め
ぐ
 っ
て
の
 
一
 騒
動
が
あ
り
、
一
家
を
支
え
る
と
い
う
 亜
荷
が
 

  

た
 。
「
日
本
一
の
代
用
教
員
」
と
し
て
勤
め
る
か
た
わ
 ，
 
b
 、
小
説
、
詩
作
に
忙
し
か
っ
た
が
、
遂
に
一
家
離
散
し
 て
 北
海
道
へ
と
い
う
 破
 

局
 を
む
か
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
挫
折
で
あ
 る
 
。
（
 

6
-
 

北
海
道
で
の
一
年
た
ら
ず
の
時
期
を
、
啄
木
は
転
々
 と
 職
 を
か
え
、
土
地
を
か
え
て
送
っ
た
。
物
質
的
に
も
精
神
 

 
 

い
 生
活
で
あ
る
。
創
作
活
動
は
盛
ん
で
、
名
前
は
売
れ
て
 き
た
が
、
生
計
は
む
し
ろ
苦
し
く
、
そ
の
葛
藤
に
悩
む
 よ
う
に
な
る
。
 

「
人
は
生
き
ん
が
 為
 め
に
生
活
す
。
然
れ
ど
も
生
活
は
人
 な
し
て
 老
 ひ
し
め
、
且
つ
死
せ
し
む
る
な
り
。
予
に
 剣
 を
 与
へ
よ
。
然
ら
ず
 

（
 
7
 ）
 

ん
ば
孤
独
を
与
へ
よ
。
」
と
叫
ぶ
ほ
ど
、
そ
れ
は
啄
木
に
 
と
っ
て
き
び
し
い
現
実
の
問
題
で
あ
っ
た
。
 

こ
う
し
て
、
明
治
 蛆
 年
頃
を
境
に
、
啄
木
か
ら
「
哲
学
田
 
ぬ
想
 」
が
一
時
 影
 を
ひ
そ
め
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
や
が
て
 、
 形
を
変
え
て
出
現
 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
理
想
と
し
て
考
え
て
い
 た
 、
思
想
と
現
実
と
の
間
に
、
一
線
の
画
さ
れ
て
い
る
こ
 と
を
知
っ
た
と
き
、
 
啄
 

木
は
 、
そ
れ
ま
で
育
て
て
き
た
考
え
が
地
に
つ
い
て
い
 な
い
こ
と
を
さ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
自
我
と
の
対
決
を
通
 し
て
自
分
の
生
き
方
に
 

（
 
8
-
 

対
し
て
か
な
り
自
省
的
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
焦
燥
 や
 破
綻
が
す
べ
て
、
自
分
の
性
格
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
 気
 づ
い
て
い
る
。
 

や
が
て
北
海
道
で
の
生
活
に
見
切
り
を
つ
け
て
上
京
し
 た
が
、
文
学
界
は
す
で
に
浪
漫
主
義
の
人
が
消
え
、
「
 明
 
 
 

に
 直
面
し
て
い
た
。
自
然
主
義
が
華
や
か
に
喧
伝
さ
れ
て
 啄
木
も
方
向
転
換
を
す
る
。
し
か
し
文
壇
で
の
生
活
は
 煮
 に
ま
か
せ
ず
、
生
活
 

た
 。
浪
漫
派
全
盛
時
代
で
あ
る
。
一
方
、
西
洋
哲
学
に
 弛
 一
味
を
抱
い
た
啄
木
は
 、
 盛
ん
に
、
 

ニ
 イ
チ
ェ
・
 、
ワ
グ
ナ
 １
 0
 思
想
に
つ
い
て
 
気
 
8
 

 
 

焔
 を
は
く
。
そ
し
て
、
「
自
己
拡
張
」
と
「
自
他
融
合
」
 を
 目
ざ
す
哲
学
を
た
て
て
、
そ
れ
を
自
分
の
全
思
想
の
 根
底
に
お
い
た
の
で
あ
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
同
時
に
、
啄
木
の
宗
教
意
識
に
つ
た
が
る
 も
の
を
も
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
明
治
㏄
 ?
 舖
年
 ご
ろ
ま
 で
は
、
そ
の
思
想
の
開
 
田
 



石川啄木の思想と 宗教 

た と へ て し 
ち い と い た 境地 ので うセ 巳 進ん る 。   

。 ら と て す 
愛 に 、 も 

へ 大 シ の 

め じ ョ で 

展 に l あ     
あ を ハ こ 

ろ う ゥ れ 
。 け ェ は 

そ て ル     
は ワ ニ ョ 

"  ク 。 イ l 
白 ナ チ ペ 
己 @ ェ 、 ノ 

を 研 を ハ 
申 究 老 ウ 

心 を 時 エ 

と す 日 ル   
た の に 驚     
  で 細 思 

哲学 本１ 「 J ある 介し 

己 が た か 

主 、 坤 ら 

萎 そ 崎 ニ 
で こ 潮 ィ 

  
と の 
ど 基 

ワ し 

目   
"l9 %                   

と @c  挫 言寿 ラ イ ケ 

啄 な し 折 こ 八   思 し そ   
木 つ ら は の の わ て う こ ま 
  た せ 、 よ 人 ぬ い し こ す 

白日 ばか たとので 自分 うな 生 の 伏兵 る。 過 て 第 に 

  は い の 短 末 が そ ぎ 三 り 

  な え 老   い 路 あ こ て の の 

哲 い る え 一 は り か い 挫 み 
学 だ で や 生   、 ら っ 折 じ 

「   を 一 一 "  " ろう あ ろ教 宗で "  あま そ社 の会 たをめ 頃 みな 
  
  

か う が 第 り 里 主 、 る 状 

プロ 一 
こ 況 

  @ 以 義 。 そ 。 結 一の にも 活は 「 と 所 ｜ と 

面 
折口 おか して下、 局翻 挫折 あわ @ 、ユ 結 の 謂ム 「 がで 

学   
し - 

念 が た と び 度 き れ 

と 目 坦 、 一 三 
よ ていた のを っ 第 論、理 、啄木 だしく んど 決 つきが の事」 （ ） 9 る。 
  て 挫 想 を 、 定 表 が 

  

で み 折 型 し あ 約 百 お 啄 
  て が の て ま に 化 こ 木 
      

に さ て た 死 
そ くこ さを， ら脱教 へ 
  と に せ の あ て る そ   
  に 、 ず 深 つ し 。 し   

す そ 、 み け ま 一 て ざ 

「 な 
  るのもになっ 。 " っ目 くた 方 " 啄 "   
已 求 と ざ 終 の こ 木 を 
  め 柑 め っ で         
  
」 

る 本 る て あ を     
も 的 機 い る 追 そ る 

  よ 

@@" ,@ 。 単 w" ヒ @, れ のに へ に希 会を る。 こ o よ う   
士 J@ 二 @" 向 求 与   う う 向 @% 
と か す え   よ Ⅰ ハ @ 
「 つ る た て し て   
白目 て も も 、 て か た 
  、 の の 生 、 な の 

融 啄 の で 活 啄 り ま ｜ 

木 あ あ に 木 の 合 
Ⅰ 一 る る る 疲 白 熱   
  追 こ な れ 身 心 の 
愛 果 の さ 

て 発 で 
頃 

と   
  り、 とを、いやる @ 第 た 病 ア り @ 
  糸 啄 二 天 と タ で 

致 口 木 の オ い ッ あ 



て
づ
 く
ら
れ
た
か
ら
、
人
間
自
身
現
世
で
は
欲
望
を
追
求
 す
る
 

ト
ル
ス
ト
イ
が
到
達
し
た
の
は
、
人
間
が
自
由
意
志
を
 す
て
て
 

人
の
権
能
を
人
道
と
い
う
制
約
の
も
と
に
、
意
志
消
滅
 に
よ
る
 

る
無
差
別
の
愛
が
あ
る
。
 

啄
木
は
、
こ
こ
で
、
「
人
間
は
、
所
謂
神
の
如
く
実
在
 に
の
 

能
く
こ
の
両
罪
 に
亙
 っ
て
余
分
の
調
和
を
成
す
所
に
 其
 の
 究
極
 こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
自
覚
が
ト
ル
ス
ト
イ
を
煩
悶
 さ
 せ
 、
そ
の
結
果
 

平
等
の
楽
園
を
築
く
こ
と
で
あ
り
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
 こ
 の
た
め
、
人
間
 個
 

静
止
的
平
和
を
目
ざ
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
 は
 、
人
間
に
対
す
 

み
 あ
る
者
で
も
な
く
、
 
ス
 、
現
象
許
り
に
存
す
る
諸
々
 機
 物
で
も
な
い
。
 

-
5
 

1
 ）
 

の
 標
的
を
有
す
る
」
と
し
て
、
こ
こ
に
、
 

ニ
 イ
チ
ェ
 と
ト
 ル
ス
ト
イ
の
 分
 

-
 
Ⅱ
）
 

一
方
、
 
ニ
イ
チ
ヱ
と
 対
照
的
な
思
想
と
し
て
、
啄
木
は
 、
 
ト
ル
ス
ト
イ
を
あ
げ
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
人
間
 は
神
の
意
志
に
よ
っ
 

さ
て
。
啄
木
の
 ニ
イ
チ
ヱ
命
 
，
 
=
 
。
 t
 
 

こ
つ
 し
 
、
 て
み
る
と
、
 

（
 
i
 
 

，
 ）
 エ
フ
 
Ⅲ
 チ

ヱ
 の
思
想
の
最
大
の
特
長
は
。
現
実
に
お
け
る
差
別
の
 調
和
を
個
人
中
心
の
 

内
外
権
力
の
超
絶
的
和
合
の
中
に
発
見
し
、
こ
の
調
和
 の
 権
力
を
も
っ
現
実
の
理
想
の
建
設
者
と
し
て
「
超
人
 
」
を
お
い
た
こ
と
に
あ
 

る
と
い
う
。
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
事
実
は
「
権
力
 %
 ギ
 ゅ
 の
 権
化
」
で
あ
り
、
最
高
の
人
生
と
は
最
強
な
権
力
 吉
 ギ
り
に
 よ
っ
て
生
じ
る
。
こ
の
 

最
高
の
権
力
意
志
を
も
っ
の
が
「
超
人
」
で
あ
る
。
 啄
 本
 に
い
わ
せ
る
と
、
こ
の
超
人
こ
そ
、
「
唯
一
つ
自
己
に
 内
在
す
る
神
明
の
理
想
 

界
 に
対
す
る
 憧
惧
 で
あ
り
」
、
そ
こ
か
ら
人
間
の
道
徳
 め
 
ホ
 教
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
内
在
す
る
神
明
こ
そ
、
絶
対
意
 志
の
投
影
さ
れ
た
も
の
 

で
あ
り
、
こ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
哲
学
で
も
 あ
っ
た
。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
は
、
理
想
の
 世
界
を
、
人
間
の
意
志
 

の
 消
滅
に
お
い
た
と
こ
ろ
に
そ
の
矛
盾
が
あ
る
。
ニ
々
 チ
ェ
 は
そ
れ
を
越
え
て
、
意
志
の
否
定
か
ら
 吾
ギ
心
 
肯
定
へ
 と
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
ニ
ィ
 チ
ヱ
 哲
学
の
欠
点
 は
 、
啄
木
に
よ
れ
ば
、
 
超
人
の
考
え
方
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
差
別
性
（
 物
的
）
の
面
に
の
み
 

と
ら
わ
れ
、
平
等
性
（
心
的
）
の
面
を
見
の
が
し
て
い
 る
と
い
う
憾
み
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
人
生
の
事
実
 と
し
て
の
現
実
は
 、
す
 

べ
て
の
調
和
を
理
想
と
す
る
べ
き
で
、
超
絶
的
和
合
を
 も
た
ら
す
全
能
の
光
明
を
与
え
る
も
の
の
存
在
が
要
請
 
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
こ
こ
に
矛
盾
が
お
こ
る
。
こ
の
矛
盾
か
ら
啄
木
は
 、
 ワ
 グ
ナ
ー
の
思
想
を
理
想
の
姿
と
し
て
求
め
る
の
で
あ
 る
 。
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一
 
㎎
を
「
自
他
融
合
」
の
意
志
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
 っ
て
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
 エ
ル
に
戻
り
、
宇
宙
の
根
本
 

 
 

石
 

を
昔
 生
心
と
し
、
こ
れ
に
は
、
「
自
己
拡
張
」
と
 一
 
。
自
他
 
融
合
し
の
二
面
が
あ
る
と
解
す
る
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
 て
、
コ
 自
己
拡
張
」
と
 

本 の 思 

し
か
し
、
と
啄
木
は
い
う
。
 

意
 ギ
心
と
愛
と
の
根
本
的
関
 

係
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
啄
木
は
 

、
 書
ご
心
と
い
う
 

言
 葉
を
拡
大
し
て
、
 

愛
 
⑦
 

岐
 点
を
お
き
、
そ
れ
を
結
合
す
る
も
の
と
し
て
、
 ヮ
グ
 ナ
 ー
の
思
想
に
至
る
の
で
あ
る
。
 

啄
木
の
ワ
グ
ナ
ー
論
は
、
序
論
の
 ニ
イ
チ
ヱ
 、
ト
ル
ス
 ト
イ
論
で
ほ
と
ん
ど
終
っ
て
お
り
、
（
 

i
 
6
 ）
 完
成
さ
れ
て
い
な
い
 

「
 渋
 良
日
記
」
 

で
朝
 

記
の
二
人
を
ふ
く
め
て
 

-
 

ワ
 グ
ナ
ー
の
思
想
に
ふ
れ
て
 い
る
。
「
自
己
拡
張
」
の
音
ギ
心
と
「
自
他
融
合
」
の
 
愛
 ほ
 つ
い
て
記
し
た
ま
と
 

ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
啄
木
は
 、
 ワ
グ
ナ
ー
が
 m
 世
紀
 の
 最
高
芸
術
家
で
あ
る
 神
 才
の
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
 ヮ
 グ
ナ
ー
は
、
「
 詩
と
楽
 

と
の
両
面
に
わ
た
っ
た
偉
大
な
る
趣
味
の
権
 ィ
 
ヒ
 
ー
（
 

7
 
」
 
）
で
あ
 っ
て
、
同
時
に
 、
 何
ら
か
の
ほ
と
ん
ど
絶
無
と
も
い
う
べ
 き
雲
覚
の
発
現
が
 、
詩
 

と
音
楽
と
い
う
二
面
を
根
本
的
に
結
合
さ
せ
て
い
る
と
 し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
 ワ
 グ
ナ
ー
は
 、
 単
な
る
芸
術
家
 で
は
な
く
そ
れ
を
越
え
 

て
 理
想
を
実
現
し
た
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
 れ
が
啄
木
に
と
っ
て
は
、
「
詩
の
浄
 楽
 と
愛
の
温
か
き
 安
慰
の
う
ち
に
限
り
な
 

い
 希
望
を
養
 ぶ
 
ぬ
 
l
 
8
 
」
 
）
 も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
 啄
 木
 に
お
け
る
 詩
 と
人
間
と
の
結
び
っ
き
が
始
ま
る
の
で
 あ
る
。
 

ノ
ョ
 ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に
発
し
た
、
宇
宙
の
根
本
を
絶
対
 昔
ギ
 心
に
帰
し
た
哲
学
は
、
倫
理
の
世
界
に
お
い
て
、
 個
 人
の
意
ギ
心
消
滅
を
ま
 

れ
 き
、
虚
無
に
み
ち
び
い
た
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
こ
れ
を
 受
け
て
、
す
べ
て
の
人
間
の
貴
宅
 心
 
放
棄
に
よ
る
社
会
の
建
 設
 を
と
い
た
。
こ
れ
は
 

「
自
他
融
合
」
の
境
地
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
一
方
、
二
 イ
チ
ェ
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
矛
盾
か
ら
人
生
 を
 自
己
の
苦
生
心
拡
張
、
 

自
己
発
展
に
あ
る
と
す
る
個
人
主
義
を
た
て
た
の
で
あ
 る
 。
こ
れ
を
総
合
し
た
ワ
グ
ナ
ー
の
思
想
こ
そ
意
志
拡
張
 の
 愛
に
よ
っ
て
意
字
 心
消
 

滅
の
愛
を
超
克
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
文
化
 の
中
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 的
 精
神
 ｜
 
「
自
他
融
合
」
の
 愛
 と
 反
キ
リ
ス
ト
教
精
神
 

%
 
1
 
「
自
己
拡
張
」
の
意
志
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
 ワ
 グ
ナ
ー
は
こ
の
矛
盾
せ
る
両
者
を
結
合
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
人
生
の
凱
歌
を
奏
し
 

 
 

想
た
 。
 



ざ
し
た
ひ
と
つ
の
目
標
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
 て
 、
そ
れ
は
、
少
く
と
も
、
当
時
（
明
治
的
年
）
に
お
い
 て
は
、
啄
木
が
、
口
分
 

の
い
う
意
味
で
の
個
人
主
義
以
外
の
ど
の
思
想
に
も
共
鳴
 す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
で
も
あ
 つ
 -
@
 

ヰ
ハ
 
。
 

こ
れ
に
よ
る
と
、
啄
木
の
「
自
己
拡
張
」
と
「
自
他
融
合
 」
の
境
地
は
 、
 ワ
グ
ナ
ー
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
ま
で
 も
な
く
、
啄
木
の
目
 

「
自
他
融
合
Ⅰ
の
矛
盾
が
と
け
て
合
一
す
る
。
 

ワ
 グ
ナ
ー
 の
 思
想
も
人
生
の
理
想
目
的
と
し
て
成
立
し
、
 

啄
 本
白
 

  

-
 
㎎
 -
 

氷
解
す
る
の
で
あ
る
。
 

啄
木
の
、
以
上
の
よ
う
な
哲
学
の
探
究
は
、
そ
の
背
後
 の
 、
啄
木
山
身
の
現
実
問
題
の
苦
悩
と
結
び
つ
い
て
い
た
  
 

早
い
頃
か
ら
啄
木
は
、
自
裁
に
目
覚
め
て
、
こ
れ
を
 中
 

 
 

う
と
し
て
い
た
。
 
そ
 

れ
は
自
己
を
中
心
と
し
た
個
人
主
義
的
便
 同
 で
あ
る
。
 一
 
1
 そ
う
だ
、
世
界
中
で
最
も
確
か
な
者
は
神
で
も
な
け
れ
 

  

@
 
㏄
 -
 

や
っ
ぱ
り
手
近
の
口
分
で
あ
る
。
」
と
手
紙
に
書
い
た
の
 
は
 、
明
治
 お
 年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頃
か
ら
「
自
己
」
   

の
 何
も
の
か
が
啄
木
の
当
面
す
る
問
題
と
な
っ
て
、
き
び
 し
く
 白
巳
 を
み
つ
め
、
自
己
と
対
決
し
て
き
た
。
人
間
 関
係
で
、
や
や
も
す
る
 

と
 正
鵠
を
欠
い
て
い
た
啄
木
は
、
こ
の
間
 僅
で
 苦
し
ん
 だ
末
 
「
皿
も
臼
巳
の
本
性
に
忠
実
な
る
人
ほ
、
や
が
て
 
最
 も
 他
の
人
に
忠
実
な
る
 

大
 で
は
な
い
か
。
利
己
主
義
と
個
人
主
義
（
我
が
所
謂
）
 と
は
 T
 氾
の
差
で
あ
る
。
真
に
Ⅱ
己
を
愛
す
る
も
の
は
 、
又
、
他
の
者
を
も
 一
 

-
1
 

2
 ）
 

汎
 に
愛
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
啄
木
の
心
 底
 に
は
、
自
己
１
個
人
主
義
と
い
う
図
式
が
、
し
っ
か
り
 と
 ひ
か
れ
て
い
た
。
 
そ
 

0
 図
式
を
も
と
に
し
て
、
啄
木
は
さ
ら
に
自
分
の
個
人
主
 義
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
 

「
余
は
、
社
会
主
義
と
な
る
に
は
、
余
り
に
他
人
の
権
威
 を
 重
ん
じ
て
居
る
。
さ
れ
ば
と
い
っ
て
専
制
的
な
利
己
 主
義
者
と
な
る
に
 

は
 余
り
に
同
情
と
涙
に
富
ん
で
居
る
。
所
謂
 会
 は
一
人
の
 
特
別
な
る
意
味
に
於
け
る
個
人
主
義
者
で
あ
る
。
然
し
 こ
の
二
つ
の
矛
盾
は
 

県
会
一
人
の
性
情
で
は
な
い
。
一
般
人
類
に
共
通
な
る
、
 

永
劫
不
易
の
性
情
で
あ
る
。
白
色
発
展
と
自
他
融
合
と
、
 

こ
の
二
つ
は
宇
宙
の
 

一
大
根
本
基
礎
で
あ
る
」
⑧
 
@
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石川啄木の思想 

と れ 
「 て 啄 
白 い 木 
他 る が 
扁虫 。 @3@ 
合 そ 冶 
し の 40 
の か 年 
墳 た ご   

地 ち ろ 

で は ま 
若 さ で 
え ま に 
ら ざ 書 

れ ま い 
る で た 
宗 あ ら 

散 る の 
を が に 
あ 、 は 
げ 整   
る 理 そ   
と て は 
が み と 

で る ん 
き と ど 
よ 、 に 

う既何 。 成ら 
宗 か 
教 の   
の た 

考 ち 
えで め 

  
本中 @c 

論 的い っ 
は て 

宗 の 

考え、 思想 教   
  已、 
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教
 

士
不
 

四
 

 
 

自
己
か
ら
他
の
愛
へ
の
認
識
へ
と
進
ん
だ
啄
木
の
意
識
 は
 、
や
が
て
、
人
間
を
こ
え
た
無
限
の
喜
悦
、
光
明
へ
の
 憧
惧
と
 、
そ
れ
を
 追
 

永
 し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
へ
発
展
し
で
い
く
。
「
自
我
 拡
張
」
か
ら
出
発
し
た
啄
木
の
心
の
遍
歴
は
、
「
自
他
 融
 合
 」
を
目
ざ
す
方
向
へ
 

向
 っ
て
進
展
し
て
い
く
が
、
そ
の
時
、
自
我
の
拡
張
に
 あ
る
愛
は
、
自
己
を
愛
す
る
者
の
み
愛
す
る
と
い
う
偏
狭
 な
 愛
か
ら
、
愛
と
は
す
 

べ
て
を
包
み
、
一
体
と
な
り
、
融
合
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
 へ
ま
で
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。
 

自
己
を
越
え
て
自
他
融
合
に
い
た
っ
た
時
、
そ
の
「
 自
 他
 融
合
」
の
「
 他
 」
と
し
て
、
啄
木
は
、
人
間
を
越
え
た
 宇
宙
の
実
在
、
大
い
 

な
る
 昔
 ギ
心
を
考
え
た
。
こ
の
 
大
 い
な
る
 意
 生
心
 が
、
 単
に
 自
己
拡
張
の
み
で
な
く
、
自
他
を
融
合
し
、
外
界
を
一
心
 に
 包
容
す
る
と
い
う
 自
 

覚
 に
た
つ
時
、
人
の
心
に
激
し
く
イ
ン
ス
パ
イ
ア
す
る
 も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
信
仰
で
あ
る
。
啄
木
は
こ
の
よ
う
 

さ
ら
に
、
 

「
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
琢
磨
す
る
の
は
唯
一
、
自
ら
 困 苦
し
、
 自
ら
煩
悶
す
る
の
 外
 な
い
と
思
ふ
て
 ぬ
る
 。
 そ
 し
て
 願
 く
は
自
分
 

も
 成
る
丈
多
く
の
困
難
を
へ
た
い
と
希
望
し
て
 ぬ
 る
の
 だ
し
 

 
 

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
詩
人
と
し
て
華
々
し
く
活
動
し
て
い
 る
 啄
木
で
は
な
い
。
 
病
 

を
 養
い
な
が
ら
、
人
間
関
係
の
蹉
趺
を
意
識
し
な
が
ら
、
 そ
れ
を
こ
え
た
あ
る
力
に
す
が
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 自
 己
を
生
か
そ
う
と
い
う
 

努
力
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
啄
木
の
い
 う
 
「
自
己
 拡
張
」
の
意
志
と
「
自
他
融
合
」
の
愛
の
合
一
に
あ
る
 信
 仰
の
姿
は
、
啄
木
に
と
 

っ
て
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
 



れ
を
既
成
の
 

「
 

す
る
こ
と
 

ば
次
期
の
 

シ
チ
 ー
を
 

と
し
て
、
白
 

の
分
出
で
あ
 

と
い
っ
て
 
、
 

が
、
 愛
に
よ
 

す
る
。
啄
木
 も

の
で
は
な
い
、
別
の
か
た
ち
で
求
め
た
の
で
あ
る
。
 次
 の
手
紙
に
は
そ
れ
が
く
わ
し
い
。
 

我
々
の
宗
教
は
昔
の
人
の
如
く
他
力
 教
 で
は
な
ら
ぬ
。
 
こ
 0
 世
界
に
神
乃
至
人
間
以
上
の
力
の
実
在
す
る
事
は
 、
 無
論
否
定
 

の
 出
来
ぬ
精
神
状
態
に
ま
で
意
識
さ
れ
て
居
る
が
、
そ
れ
 か
と
云
っ
て
そ
の
無
上
者
の
命
令
に
さ
 へ
 従
ひ
、
讃
美
 し
て
居
れ
 

生
活
に
於
て
永
遠
な
、
無
垢
な
、
和
楽
平
等
な
祝
福
を
 得
る
位
の
宗
教
心
で
は
と
て
も
 我
，
ら
 
有
意
生
心
の
人
間
の
木
 然
 の
不
セ
 

（
 
5
-
 

2
 

満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
…
…
…
」
 

ら
の
宗
教
は
、
「
人
間
以
上
の
霊
智
の
 

力
 を
認
め
、
そ
の
 力
が
 万
有
の
根
源
で
あ
る
事
を
認
め
、
 

更
 ら
に
自
己
も
 亦
 そ
の
 カ
 

る
と
観
じ
、
か
く
て
我
ら
生
存
の
好
機
を
得
て
、
そ
の
 意
義
の
た
め
に
健
闘
し
努
力
す
る
の
が
、
 

乃
ち
 人
間
の
道
 で
あ
る
」
（
 

2
 
6
 ）
 

こ
れ
を
宗
教
の
第
一
義
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
 、
超
 意
識
的
な
神
の
 力
 が
世
界
を
支
配
す
る
根
本
意
志
で
あ
 り
 、
そ
れ
 

っ
て
進
歩
す
る
と
こ
ろ
に
宗
教
的
人
格
の
地
位
が
確
立
、
 

真
人
の
境
に
悟
入
し
て
そ
の
奥
儀
を
き
 ね
 め
る
こ
と
が
 で
き
る
と
 

は
 、
こ
れ
を
人
格
的
宗
教
と
よ
び
、
説
教
や
説
諭
を
こ
 -
 
え
て
、
そ
の
人
の
人
格
に
体
現
さ
れ
た
も
の
こ
そ
真
の
宗
 教
 で
あ
る
 

（
 
り
巧
 

）
 

も
 世
の
何
人
に
も
劣
る
こ
と
は
き
真
理
の
愛
僕
な
り
」
 と

い
う
啄
木
は
、
宗
教
そ
の
も
の
に
は
大
き
な
関
心
を
抱
 き
な
が
ら
、
し
か
し
そ
 

啄
木
は
禅
宗
の
寺
の
出
で
あ
る
。
父
は
僧
侶
で
あ
っ
た
 し
 、
母
方
に
も
そ
の
系
統
が
あ
る
。
そ
の
ま
ま
で
い
れ
ば
 、
 寺
を
継
い
で
僧
侶
 

と
な
る
筈
の
地
位
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
啄
木
は
 、
文
 学
 に
進
む
と
と
で
こ
れ
を
退
け
た
の
で
あ
る
。
仏
教
に
っ
 い
て
の
素
養
は
あ
っ
た
 

が
 、
そ
れ
は
啄
木
の
選
ぶ
べ
き
信
仰
で
は
な
か
っ
た
。
 

キ
リ
ス
ト
教
は
、
当
時
の
文
化
の
中
で
は
新
し
い
輝
き
 を
も
っ
て
い
た
。
啄
木
の
回
り
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
関
 係
の
深
い
者
が
幾
人
 

か
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
啄
木
の
心
に
灯
を
と
も
 す
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
「
我
は
仏
徒
に
非
ず
 、
ス
 基
督
 教
徒
に
非
ず
。
然
れ
ど
 

(480 ・ ) 

既
成
宗
教
に
対
し
て
は
。
啄
木
は
積
極
的
に
こ
れ
を
 受
 け
 入
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
積
極
的
に
こ
れ
に
反
抗
の
 

舌
 口
を
弄
し
て
も
い
な
 

4
 
七
 

 
 

い
 。
反
対
の
態
度
は
む
し
ろ
別
の
か
た
ち
の
宗
教
を
提
出
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
極
的
に
低
さ
れ
て
い
る
と
い
 え
る
。
 



木
 

 
 

ナ
 
「
 

 
 
 
 石

 

甘
 
"
 

思想と宗教 

の
 を
さ
し
て
い
る
。
 

こ
の
神
は
、
啄
木
に
於
て
 、
 美
と
結
び
つ
く
。
明
治
竹
竿
 0
 日
記
 甲
辰
詩
程
 冒
頭
に
 、
 

「
美
は
神
の
影
な
り
。
理
想
の
花
の
一
 %
 な
り
。
象
ら
れ
 た
る
無
窮
な
り
。
之
を
求
む
る
は
や
が
て
太
一
、
絶
対
 に
 融
合
す
る
の
 謂
峨
 

は
る
の
み
。
か
く
し
て
、
我
は
我
自
ら
の
内
に
無
窮
を
見
 、
永
生
を
見
、
不
滅
を
見
る
。
こ
れ
 
神
 な
り
や
、
 果
 た
我
 な
り
や
、
知
ら
 

 
 

，
 。
た
だ
、
こ
の
世
の
栄
誉
を
超
へ
、
争
を
超
へ
、
 
不
 幸
を
超
 へ
た
る
 浩
 藻
の
極
み
に
、
我
が
霊
が
永
劫
の
栄
 光
 を
友
と
す
る
を
 知
 
3
 

結
合
す
る
境
地
、
之
を
信
仰
と
は
 云
ふ
 
」
（
 

7
 
2
 

）
 

（
 
鴉
 ）
 

そ
し
て
、
自
然
の
中
に
「
あ
る
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
 明
 哲
の
 ㌔
 ぴ
 ）
を
見
、
「
人
生
諸
相
の
浬
 円
 と
し
た
融
合
の
世
 界
 」
を
創
造
で
き
る
の
 

-
 
㏄
）
 

は
 、
自
然
の
中
に
我
を
見
出
せ
る
人
で
あ
る
。
啄
木
は
し
 ば
し
ば
神
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
 こ
 0
 字
 宙
に
 遍
満
す
る
も
 

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
暗
に
、
教
義
、
儀
式
中
心
  
 

親
し
み
、
神
の
道
の
た
め
に
健
闘
す
る
宗
教
心
で
な
く
 て
は
な
 

か
 聖
典
に
よ
っ
て
、
随
意
に
自
家
信
仰
の
糧
と
し
な
け
 れ
ば
な
 

が
 、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ニ
ィ
 チ
ェ
 の
超
人
に
 
よ
る
も
 

合
 」
の
一
致
し
た
宗
教
的
人
格
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
 こ
こ
 

こ
と
に
す
る
。
 

啄
木
は
、
こ
の
よ
う
に
に
宇
宙
の
根
本
意
志
を
 、
 神
と
 し
て
 

る
 。
自
然
の
中
に
神
を
見
、
宇
宙
の
中
に
神
を
描
く
の
  
 

啄
木
の
書
い
た
も
の
の
中
で
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
い
 る
 。
 

「
信
仰
は
無
限
の
権
威
な
り
。
宇
宙
の
中
に
我
の
遍
満
 す
 る

 既
成
宗
教
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
の
宗
教
 は
 。
直
接
に
神
に
 

ら
ず
、
そ
れ
に
い
た
る
た
め
に
は
、
法
華
経
で
あ
れ
、
 聖
 書
 で
あ
れ
、
 何
 

み
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
真
人
の
思
想
が
 表
現
さ
れ
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
啄
木
は
、
真
人
に
、
 

一
 
，
自
己
拡
張
 」
と
「
自
他
 融
 

に
 啄
木
の
天
才
 憧
 慎
思
想
が
あ
ら
わ
れ
る
。
が
、
そ
れ
 は
の
ち
に
ふ
れ
る
 

と
ら
え
る
立
場
に
た
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ぬ
る
 汎
 神
 論
の
立
場
で
あ
 

わ
ば
 脱
 キ
リ
ス
ト
教
思
想
で
あ
り
、
 

又
脱
 他
力
 教
 で
も
 あ
る
。
こ
れ
は
、
 

る
を
見
、
若
し
く
は
、
我
の
中
に
宇
宙
の
呼
吸
を
聞
き
 て
、
 人
と
宇
宙
 と
 



（
 
4
 
3
 ）
 

 
 

「
生
は
斯
く
感
じ
、
斯
く
信
じ
て
詩
の
た
め
に
努
力
し
て
 
居
る
。
 又
 、
将
来
、
詩
と
は
限
ら
ず
、
凡
て
我
が
赴
く
 所
に
こ
の
信
念
に
 

よ
っ
て
行
動
し
ゃ
つ
と
思
ふ
て
居
る
。
そ
れ
故
に
我
に
 

 
 

こ
こ
に
い
う
斯
く
感
じ
、
斯
く
信
じ
た
と
い
う
の
ほ
 、
 神
の
知
が
宏
大
無
辺
で
神
の
愛
が
無
差
別
で
微
妙
で
あ
 る
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 。
啄
木
に
と
っ
て
詩
は
神
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
  
 

こ
の
よ
う
に
啄
木
が
時
に
生
命
の
輝
き
を
見
出
し
て
こ
れ
 に
 没
頭
し
た
こ
と
は
、
そ
の
背
後
に
宇
宙
の
根
源
で
あ
 る
 実
在
に
つ
な
が
る
 

意
識
が
強
く
は
た
ら
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
啄
木
は
 、
 人
間
を
超
え
た
宇
宙
の
大
い
な
る
 力
 は
、
万
有
の
根
源
 で
あ
り
、
自
己
も
こ
の
 

根
源
か
ら
今
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
た
 が
っ
て
自
己
の
存
在
は
有
意
義
で
あ
る
。
有
意
義
で
あ
る
 か
ら
こ
そ
、
人
間
は
そ
 

の
 意
義
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宇
宙
の
 大
い
な
る
意
志
は
、
「
自
己
拡
張
」
と
「
自
他
融
合
」
 を
 求
め
て
居
り
、
そ
の
 

要
求
に
応
じ
て
、
人
間
は
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
与
え
ら
れ
た
仕
事
に
没
頭
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
 

れ
る
。
そ
れ
の
達
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
一
つ
の
境
地
が
 あ
る
。
こ
の
宗
教
的
境
地
は
、
「
自
己
拡
張
」
と
「
自
他
 融
合
」
の
両
面
を
克
し
 

た
 人
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
宗
教
的
人
格
で
あ
り
、
 啄
 木
 は
そ
れ
を
真
人
と
よ
ぶ
。
人
間
の
生
存
の
意
義
は
 、
 天
職
を
全
う
す
る
よ
う
 

努
力
し
て
「
真
人
」
の
境
地
に
い
た
る
こ
と
で
あ
り
、
 天
 オ
 の
み
が
こ
れ
を
な
し
と
げ
 ぅ
 る
と
啄
木
は
考
え
た
の
   

（
㌍
 
-
 

「
詩
は
理
想
一
花
、
神
の
影
、
而
し
て
ま
た
 
我
 生
命
に
 候
   

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
 

-
 
㌍
 -
 

「
私
は
、
詩
神
の
奴
隷
の
一
人
と
し
て
こ
の
世
に
生
れ
た
 と 信
じ
て
居
り
ま
す
。
詩
は
我
生
命
で
あ
る
。
 

」
 

と
あ
り
、
ま
た
、
 

（
・
 

3
 
、
 
）
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啄
木
は
以
前
か
ら
梁
川
に
心
を
寄
せ
て
い
た
が
、
そ
の
 

説
 に
帰
依
は
し
な
か
っ
た
。
梁
川
と
は
、
か
つ
て
詩
を
論
 

じ
 、
宗
教
を
語
っ
た
 

麹
 
こ
と
が
あ
り
、
梁
川
に
お
け
る
 

詩
と
 宗
教
の
合
一
に
 深
く
動
か
さ
れ
て
い
た
。
梁
川
の
見
神
の
体
験
、
そ
れ
 

に
よ
る
自
分
の
使
命
の
達
成
 

想
へ
の
抱
負
が
、
啄
木
に
と
っ
て
は
強
い
刺
激
で
あ
っ
 
た
 。
そ
の
頃
、
病
床
に
あ
る
梁
川
と
啄
木
と
の
間
に
幸
一
正
 

的
 感
応
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
 

 
 

の
手
本
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
啄
木
は
梁
川
の
宗
教
に
 

つ
い
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
 

恢
 
て
い
る
。
そ
の
根
本
は
、
啄
木
の
い
う
哲
学
、
世
界
 

の
 二
面
性
は
、
「
自
己
拡
張
」
と
「
自
他
融
合
」
を
も
 

と
に
し
、
こ
れ
が
合
一
し
た
 

 
 

石
 
と
こ
ろ
に
理
想
の
宗
教
的
境
地
を
お
く
の
で
あ
る
が
 

、
梁
川
は
、
こ
の
二
面
性
に
つ
い
て
は
み
と
め
な
が
ら
 

、
啄
木
と
は
反
対
の
立
場
に
 

37 (483} 

否
 し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
解
釈
を
か
え
て
、
ひ
と
つ
 

の
 宗
教
を
異
な
る
角
度
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
そ
の
点
で
注
 

目
し
て
い
い
の
は
、
綱
島
梁
川
の
宗
教
に
つ
い
て
の
 

味
 木
の
態
度
で
あ
る
。
 

，
 

（
 
6
 
3
 

）
 

こ
こ
で
 

る
。
 
ニ
イ
 

の
超
人
を
 

人
主
義
の
 

は
、
す
で
 

と
っ
て
い
 

か
ら
、
 
ニ
 

く
 努
力
を
 

て
は
、
 
一
 

啄
木
の
 

、
啄
木
の
い
う
真
人
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
 は
 、
前
述
し
た
ご
と
く
、
 ニ
 イ
チ
ェ
の
「
超
人
」
の
思
想
 か
ら
出
て
い
 

チ
ェ
 に
よ
れ
ば
、
超
人
ほ
、
自
己
を
ふ
く
め
た
一
切
な
 支
配
す
る
者
で
、
心
身
共
に
人
間
を
こ
え
た
理
想
的
人
間
 で
あ
る
。
 こ
 

目
 ざ
し
て
、
人
間
は
努
力
す
る
。
啄
木
も
そ
の
一
人
で
 あ
る
。
啄
木
が
 ニ
 イ
チ
ェ
に
深
く
共
鳴
し
た
の
は
、
 ニ
イ
 チ
ェ
 が
 、
個
 

究
極
に
「
超
人
」
を
も
っ
て
き
て
い
る
点
で
あ
る
。
 啄
 木
の
胸
中
に
は
、
天
才
 憧
 惧
の
気
持
が
強
く
は
た
ら
い
て
 い
る
。
啄
木
 

に
 幼
時
か
ら
自
分
の
 オ
 を
信
じ
、
周
囲
も
こ
れ
を
 看
 し
て
 い
た
。
自
分
は
天
才
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
啄
木
に
 常
に
っ
き
 ま
 

る
 。
そ
の
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
、
後
年
回
顧
 し
 て
 反
省
し
て
い
る
の
は
印
象
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 啄
 木
 で
あ
っ
た
 

イ
チ
ェ
へ
の
超
人
を
も
と
に
し
た
天
才
 憧
惧
が
 強
く
心
 に
や
き
つ
け
ら
れ
、
自
分
が
そ
の
超
人
（
啄
木
の
い
う
 真
 人
 ）
た
る
べ
 

傾
け
 う
 く
し
、
詩
を
 づ
 く
り
、
歌
を
詠
み
、
小
説
を
書
 い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
芸
術
の
極
と
し
て
の
詩
が
 、
 啄
木
に
と
っ
 

番
の
心
の
支
え
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
宗
教
意
識
を
伴
 ，
 
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
よ
う
な
宗
教
意
識
は
、
既
成
の
も
の
へ
の
対
抗
に
そ
 0
 基
礎
を
お
い
て
い
る
。
啄
木
は
、
既
成
の
宗
教
を
全
 く
 否
定
し
 拒
 



と
そ
の
心
境
を
述
べ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
心
的
状
態
に
い
た
っ
た
の
は
、
や
は
り
社
会
 生
活
に
お
け
る
挫
折
と
病
気
が
 、
 大
き
な
原
因
と
な
っ
 て
い
る
。
そ
れ
に
よ
 

る
 精
神
的
苦
悩
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
し
て
啄
木
が
求
め
 た
 解
決
の
仕
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
 

喉
 風
か
ら
教
え
ら
れ
 た
ワ
 グ
ナ
ー
の
理
想
 の
 

境
地
、
日
蓮
の
此
土
寂
光
へ
の
念
願
で
あ
り
、
こ
の
世
 の
外
に
は
、
永
遠
の
生
は
な
い
と
い
う
現
世
へ
の
悲
願
 と
 な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

く
 考
へ
て
く
れ
ば
、
自
分
乍
ら
自
分
の
声
に
 

胱
惚
 と
し
 て
 酔
ふ
様
な
気
が
す
る
し
（
 

1
 
4
 

）
 

斎 出 漁 脱 

ら さるる 来すし て 口 

    
令 て し 

  
  

も 

て 乃   もな 永 遠或る 痛の、 べき 

  
成 ず っ 何 我 

就 自 て の は 
す 分 真 蜘 た 
べ の の 腕 だ 
き 弧 光 す こ 

者 々 明 る の 

で の の 前 世 
は 声 嘩 が る 
あ と や あ 超 
る 共 き ら え 

、こ まい @ ここ を聞 う。   
。 世 事 の 躯 

斯 に が 顧 を 

（
 
却
 ）
 

し
 煩
悶
す
る
こ
と
以
外
に
な
い
。
自
分
も
で
き
る
だ
け
 苦
 労
し
て
み
た
い
」
と
い
っ
た
り
、
 

た
っ
た
。
梁
川
が
走
っ
た
の
は
、
「
自
他
融
合
」
の
 愛
 の
み
を
強
調
す
る
途
で
あ
る
。
梁
川
の
宗
教
の
示
し
た
 、
見
神
の
体
験
の
よ
う
 

（
 
9
 
3
 ）
 

な
、
 神
の
意
識
が
啄
木
に
ほ
な
か
っ
た
。
啄
木
は
こ
れ
 を
さ
し
て
、
梁
川
は
キ
リ
ス
ト
教
的
、
自
分
は
反
キ
リ
ス
 ト
教
 的
と
よ
ん
で
い
 

る
 。
こ
の
言
葉
で
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
啄
木
の
宗
教
に
 つ
い
て
の
考
え
が
あ
る
。
 

コ
 自
己
拡
張
」
の
意
志
と
、
「
 自
他
融
合
」
の
愛
を
合
 

一
 さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
こ
そ
啄
木
の
描
く
宗
教
へ
の
 種
 地
 で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
啄
木
は
、
梁
川
の
人
間
に
 服
し
な
が
ら
、
そ
の
 一
 

両
性
に
服
し
え
ず
、
又
、
「
基
督
教
と
一
致
す
る
能
は
 ず
し
て
、
然
も
耶
蘇
基
督
を
以
て
最
大
人
」
と
し
た
の
で
 あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
「
自
己
拡
張
」
と
「
自
他
融
合
」
に
も
 と
づ
く
宗
教
意
識
は
、
啄
木
の
中
で
次
第
に
ふ
く
ら
ん
で
 く
る
。
幼
い
時
か
ら
 

我
侭
 で
、
自
意
識
過
剰
で
あ
り
、
そ
の
た
め
人
間
関
係
 で
も
何
か
と
破
綻
の
あ
っ
た
り
し
た
啄
木
が
、
「
人
間
を
 ね
る
に
は
、
自
ら
苦
悩
 

(484) 38 



石川啄木の思想と 宗教 

い の に も 念 成 な の に   

ぺ     
  の よ付 嵐   て のしのしで何者の そそと葉一る る は二 、 に 

な え = 
結 啄 
論 木 みられ 矛盾、 て一切 哲学へ 人生 て ある。 のラ イ にとっ べてい 蛆 明治 

iC  は 
達   るほと 撞着、の事に の疑問 を再び その結 フ ィ ・ てはこ そ る 。 年 月 2   

it:   
よ 、 の ン 尊 主 に と 

  ると しう 義 褐も みえ て、 ると いう 拡 己 木は に ゆ は ぎ あり のが 載 さ 

ま ｜ ヒ ; と よ嘉仁。 ; ニ % 白 
ナ @ @ 
  
て 

っ で 

焦   
付 る 無 べ こ 啄 

が 

ど してこの境地 燥 木 は の愛 し 力 -@ Ⅰ 者、 の底 て 生 ぅ @ とが 

  
ま 
で 

  る 調   
ィ尋 と 和 字 令 た 声 過 を で 
る 考 し 街 道 彼 は ぎ 信 あ 
だ え た に 長 な 、 な じ っ 

ろ   た 
    
  た 酌 人 屑 ピ う り く 然 
と   占 、 人 生 の に は 個 主 
  へ 格 に 思 か し 性 義 

39@ (485) 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
啄
木
は
す
で
に
⑳
 歳
前
後
で
、
自
我
を
拡
張
し
、
自
分
と
宇
宙
の
 力
と
 

を
 見
出
し
、
そ
の
前
に
は
、
苦
悩
を
も
 洸
惚
 に
か
え
る
 と
い
う
極
め
て
高
い
宗
教
的
境
地
に
至
る
努
力
を
傾
け
 つ
 

え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
れ
は
、
啄
木
の
描
い
た
 宗
教
の
理
想
型
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 理
 

想
 と
し
て
の
宗
教
は
、
啄
木
の
知
的
生
活
を
み
た
す
に
 充
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
 苦
 の
ま
す
に
つ
れ
て
、
 

性
 を
も
た
ず
、
解
決
の
方
法
と
し
て
し
っ
か
り
と
根
を
 は
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
啄
木
に
わ
か
っ
て
き
た
。
 の

 融
合
に
宗
教
的
境
地
 

く
し
て
い
た
よ
う
に
貝
 

金
と
し
て
、
そ
し
て
 理
 

そ
れ
は
、
実
現
の
可
能
 

そ
の
結
果
書
か
れ
た
も
 



-
 
蛇
 @
 

い
 う
ブ
こ
 
と
 だ
 …
…
」
と
舌
ロ
Ⅱ
Ⅲ
は
じ
め
る
。
 
オ
 
こ
れ
は
、
も
と
 よ
り
そ
の
背
後
に
啄
木
の
直
面
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
の
 現
 実
の
苦
、
い
わ
ば
限
界
 

状
況
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
 私
 は
 、
上
記
の
舌
口
業
 に
 啄
木
の
本
音
が
あ
る
と
思
 う
 。
そ
れ
 は
 理
論
と
現
実
の
矛
盾
 

か
ら
く
る
理
論
の
敗
退
を
啄
木
に
示
し
た
も
の
で
も
あ
 り
 、
一
万
で
は
、
理
論
に
走
り
知
識
に
溺
れ
た
啄
木
が
 、
 体
験
や
直
観
を
も
っ
て
 

侵
入
す
べ
き
思
想
の
基
盤
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
 を
 示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
啄
木
に
お
け
る
 宗
教
は
理
想
型
と
し
て
 

啄
木
に
大
き
な
も
の
を
印
し
、
啄
木
自
身
も
そ
れ
に
よ
 っ

て
成
長
し
、
思
索
し
、
人
生
の
問
題
解
決
の
糸
口
を
に
 ぎ
っ
た
け
れ
ど
も
、
 
啄
 

木
 に
与
え
ら
れ
た
人
間
の
問
題
は
、
そ
こ
で
は
解
決
で
 き
な
い
、
更
に
切
実
な
影
を
ひ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

五
 

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
現
実
生
活
へ
の
絶
望
が
重
な
っ
て
 き
た
結
果
、
啄
木
は
虚
無
の
現
実
か
ら
た
え
が
た
い
 寂
 莫
の
深
淵
に
お
ち
 こ
 

ん
だ
。
そ
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
は
、
も
は
や
理
想
 の
 追
求
で
も
希
望
の
実
現
で
も
な
く
、
空
し
い
自
己
否
定
 で
あ
る
。
こ
う
し
て
 死
 

へ
の
い
ざ
な
い
が
次
第
に
頭
を
拾
げ
て
く
る
。
明
治
 酊
年
 頃
か
ら
、
啄
木
は
上
記
の
よ
う
な
思
想
に
つ
い
て
は
、
 ほ
と
ん
ど
 口
 を
と
ざ
し
 

て
 語
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
次
期
を
境
に
啄
木
の
思
想
 は
 別
の
方
向
に
転
回
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
 。
そ
の
ひ
と
つ
は
死
へ
 

の
 態
度
で
あ
り
、
他
は
社
会
主
義
で
あ
る
。
 

北
海
道
流
浪
時
代
と
い
わ
れ
る
明
治
 佃
年
は
 、
啄
木
に
 
と
っ
て
多
難
の
年
で
あ
っ
た
が
、
上
京
し
て
文
学
活
動
に
 よ
っ
て
生
計
を
た
て
 

よ
う
と
し
て
か
ら
は
、
生
活
の
苦
し
み
は
い
っ
そ
う
 ひ
 ど
く
な
っ
て
い
っ
た
。
友
人
か
ら
の
借
金
に
不
義
理
を
重
 ね
、
そ
の
上
、
家
庭
内
 

コ
 予
は
 、
 予
の
半
生
を
無
用
な
る
思
索
に
 貴
 し
た
事
を
悲
 し
む
。
知
識
 畢
寛
 何
す
る
も
の
ぞ
。
人
は
常
に
何
者
か
 

  

一
 
・
何
者
」
 ほ
 遂
に
「
何
者
な
り
」
。
我
等
真
面
を
知
ら
ず
。
 

茸
父
 円
を
聞
か
ず
、
之
を
智
慧
の
女
神
に
問
へ
ど
も
黙
し
 て
 教
ふ
る
 所
軸
焉
 。
」
  

 
 
 

こ
う
し
て
、
啄
木
は
 、
 知
に
よ
っ
て
空
転
さ
せ
ら
れ
た
 無
 用
の
月
日
を
な
げ
き
、
「
世
の
中
に
唯
一
真
の
幸
福
が
 あ
る
。
そ
れ
は
無
智
と
㈹
 



仮
宮
分
が
自
殺
す
る
こ
才
を
書
こ
 
う
 と
し
て
書
け
ず
に
 や
め
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
ま
た
、
実
際
に
死
の
う
 と
し
て
剃
刀
を
胸
に
あ
て
た
 

 
 

 
  

 

石
 

こ
と
も
あ
っ
 
h
W
 ）
し
か
し
、
自
ら
死
を
え
 
ら
 ぶ
の
に
 は
 啄
木
は
弱
す
ぎ
た
し
、
勇
気
が
な
か
っ
た
。
結
局
、
 啄
木
は
結
核
性
腹
膜
炎
に
な
 

 
 

想
 
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
啄
木
は
、
こ
の
頃
死
ん
だ
 独
 歩
や
自
殺
し
た
川
上
眉
山
ら
を
羨
し
が
っ
て
い
る
が
、
 ま
だ
、
自
分
で
死
を
え
 ち
 ぼ
 

巾
出
心
 

和
う
と
い
う
考
え
に
は
い
た
っ
て
い
低
い
。
そ
れ
が
、
 
や
が
て
自
殺
す
ら
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
明
治
 

 
 

  宗教 

と 暗 く 「 な 大 「 に 「 

    か 圧 死 ぃ は 目 な 憶 
ぅ し し 場 と な を   
よ ち て 所 は い さ た 死 

ら な ます うな その ぬ る 見 を 」）に l 代 様 自 ， つ 

記 優       っ ，ロ、 甲 と 分 か 
事 し         へ   ま ｜   る 凄 J ロ 出 
目 唾 と け ま 宝 合   立 き い れ く @c 
っ が ふ ば   甘 ,, か 
て 百 聞 な 日 { 
く の 題 ら 元 雨 、 一 れ 
る 後 を ぬ @ う 口 よ 

。 か 余 と た っ な う 

そ ら り い い ら 速 か 
し 闘 心 ふ   る 
て え で 考 け っ こ @ ま 

死 る 弄 が ね ら と た 
        び 親 ど と が ま   も 枕 出 た 

白 め 栗 モ 
を る ッ 

聞 をし 様 る ら 苑 上 で で ト 

  な た な 考 あ 苦 
て 気 ぃ つ へ ろ 悶 
  が と と て 
る す い ま ｜ ぅを 。 っ 
時 る ふ し 死 安 づ 
ア， @ の 哀 アよ @C き け 

け で し い た - よ   ! く 日 ， つ 

何 強 請 よ オ @ 
と い 望 悲 つ 出色客、 
キハ いふ   
  て そ と 共               の 
  の に 事 死 

だ と 
夜 

が 嚥   の 
  き 今   居 、 

番 を の 自 ふ ひ 
安 間 目 分 外 ま @ 
，り く 分 で に   
カ Ⅰ ま の 白 女 れ 
@u レん よ ぃ 頭 分 け で 

よ と を を さ あ 
  す 石 目 を   
@@ Ⅰ ん よ る の 由 来 -@ ヰハ 。 

気 が 如 に め 
が @ し る 何 
す 何 重 え エ 日 

（
 
4
 
4
 ）
 

い
 生
活
 !
 生
存
の
理
由
も
価
値
も
な
い
生
活
 !
 そ
ん
な
，
 丘
 死
ん
で
 下
 へ
ば
よ
い
の
に
と
思
ふ
」
 

の
い
ざ
こ
ざ
が
。
啄
木
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
。
生
活
 上
 で
も
精
神
上
で
も
ま
っ
た
く
ゆ
き
づ
ま
り
、
前
途
が
 暗
 い
 影
で
お
お
わ
れ
た
 

頃
、
啄
木
の
中
に
死
と
い
う
こ
と
が
散
見
し
は
じ
め
る
。
 

「
時
と
し
て
、
死
ぬ
事
を
考
へ
る
。
平
気
で
、
何
の
恐
怖
 な
く
考
へ
㍉
」
「
目
的
の
無
い
生
活
と
言
 

事
が
頭
に
（
 

3
 ）
 

ふ
 

浮
 ん
だ
。
目
的
の
無
 



り
 、
の
ぞ
ん
だ
死
を
、
病
気
と
い
う
の
 ぞ
 ま
な
い
形
で
 
む
か
え
た
の
で
あ
る
。
 

啄
木
の
死
へ
の
い
ざ
な
い
は
、
現
実
に
虚
無
を
感
じ
た
 時
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
北
海
道
時
代
、
生
活
 費
 の
ゆ
き
づ
ま
り
か
 

ら
 、
自
分
へ
の
き
び
し
く
冷
た
い
ま
で
の
反
省
と
な
り
、
 さ
ら
に
、
そ
ん
な
自
分
に
現
在
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
 
「
過
去
」
だ
け
だ
と
 
ぃ
 

う
 絶
望
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
に
の
み
生
き
る
 こ
と
は
啄
木
に
は
 看
 さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
 し
て
、
明
日
を
求
め
、
 

未
来
を
描
く
啄
木
は
、
そ
の
夢
が
現
実
化
し
な
い
こ
と
 を
 知
っ
た
時
に
、
悲
観
し
て
死
へ
向
う
が
、
一
方
、
明
日
 を
 考
察
す
る
こ
と
も
 忘
 

れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
の
あ
ら
わ
れ
が
、
社
会
主
義
 へ
 の
 傾
斜
と
し
て
、
時
の
政
府
批
判
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
 た
 

啄
木
と
社
会
主
義
に
つ
い
て
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
 @
 

 
 

目
的
で
は
な
い
。
 
た
 

だ
、
 私
は
、
啄
木
の
社
会
主
義
へ
の
心
の
か
た
む
き
は
、
 単
に
、
明
治
政
府
へ
の
批
判
と
か
、
自
分
の
お
か
れ
た
 社
会
苦
か
ら
出
た
も
の
 

（
㏄
）
 

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
啄
木
に
と
っ
て
は
、
そ
の
思
想
 の
ひ
と
つ
の
発
露
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
 宗
 教
の
理
想
型
と
し
て
も
 

ろ
く
も
破
れ
さ
っ
た
思
想
が
、
よ
り
現
実
面
と
の
結
び
 つ
き
を
も
っ
て
意
識
さ
れ
た
の
が
、
啄
木
と
社
会
主
義
と
 の
か
か
わ
り
合
い
で
あ
 

っ
 た
と
思
う
。
そ
こ
に
は
、
世
の
中
、
社
会
と
い
う
現
実
 0
 面
が
、
も
っ
と
も
卑
近
な
理
想
の
実
現
と
し
て
と
ら
 え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
 

だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
啄
木
は
見
失
っ
た
現
在
を
す
 て
て
、
明
日
を
求
め
る
こ
と
に
心
を
費
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
「
何
か
面
白
い
こ
と
は
な
い
か
 」
と
さ
が
す
か
わ
り
に
、
「
ど
う
し
た
ら
面
白
く
な
る
 だ
ろ
う
」
（
 

1
 
5
 ）
 とい
う
こ
 

と
を
真
面
目
に
考
え
て
み
た
い
と
い
う
啄
木
の
舌
口
業
 

は
、
 す
こ
ぶ
る
示
唆
に
富
ん
で
い
て
興
味
深
い
。
自
分
の
内
 面
 へ
向
け
て
、
自
分
の
 

心
 の
も
ち
方
で
、
も
の
を
見
る
態
度
、
そ
こ
に
、
前
向
 
き
め
、
明
日
を
求
め
る
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
 て
 、
こ
れ
が
、
や
が
て
 

（
 
印
ル
 

）
 

「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
と
い
う
論
文
に
投
ぜ
ら
れ
た
の
で
 あ
る
。
こ
れ
は
自
然
主
義
の
矛
盾
を
つ
い
た
も
の
で
あ
 る
が
、
明
日
へ
の
考
察
 

と
し
て
、
そ
の
社
会
主
義
思
想
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
 そ
 の
中
で
、
社
会
主
義
を
机
上
の
論
、
空
論
と
し
て
で
は
 な
く
、
実
行
し
う
べ
き
 

も
の
を
と
っ
て
政
策
と
す
べ
し
と
い
う
こ
と
で
現
実
と
 の
 結
び
つ
き
を
希
求
し
て
い
る
啄
木
の
姿
勢
が
あ
る
。
 

く 488) 42 



咽
 

国
主
義
的
社
会
主
義
で
も
よ
し
、
個
人
主
義
的
国
家
 主
義
で
も
よ
し
、
唯
物
論
的
唯
心
論
で
も
、
唯
心
論
的
 唯
物
論
で
も
、
は
た
現
象
 則
 

 
 

 
  

 

石
 

実
在
だ
の
、
煩
悩
 則
 菩
提
、
 
罪
 別
教
、
娑
婆
 即
 浄
土
、
動
 則
静
 、
有
 則
 無
を
感
ず
る
一
種
達
人
の
見
方
に
 吠
尽
 し
 て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
 

ゆ
想
 上
の
展
開
を
へ
た
今
、
こ
こ
に
新
し
い
境
地
を
み
 せ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
社
会
主
義
 的
 帝
国
主
義
は
、
い
わ
ば
 帝
神
 

 
 

思想と宗教 

こ が 上 想 つ と ホ 。 @ - め 
の あ の が 啄 啄 た し そ 。 「 た " 「 
金 る 一 大 木 木 宗 て の 私 た 過 現 
出 こ 転 き の の 教 ふ 啄 の う 去 日 

一 と 期 な 親 晩 的 く 水 音 と 二 の 
め る に 転 天 年 境 ふ の し う と 考 
発 介 立 国 と の 地 で 結 い 私 を 察 
言 明 っ を し 思 も い 大 老 は す 」 
が 白 て し て 想、 根 た は へ 、 て が 

、 に ぬ た 自 を   木 つ し と と ぐ ハ ら あ れ 、 一 も の 
太 ろ を い 切 っ 到 る 没後とした」 金 り も こ もに 

物 と て い の 田 きく う書っの 。 いでもらし ぱ達 
議 い 、 て る 一 揺 そ て も の   力 - @ 

れ の か 其 を 「 思 
動 今 ら 処 磯 明 想 

も 白 い 日 30 へ 壊 日 の 

た に 日 来 す 」 終 
の 生 後 て る に 局 
で き に 結 代 対 点 
あ る き 末 り し で 
ろ こ た に に て あ ると 。啄木なる」とに白う。 土 （ ） 5 5 、病み 希望と 

信言 の 哀 願 岐 
を 明 へ い 善 

夕吏 日 た を 麿 
っ へ 

  
自 か は 

た の 分 け 言 
時 願 

豪 遊 、 望   
啄 は を 傭 い 
木   
の 恐     
， 苦 、 ら 思 焦 啄   想、 く ひ 燥 木   ま @ に し は 

情 現 穂 木 兎 殿 舎 破 
燥 を 一 か に 憶 Ⅰ 日 壊 苦 「 
を し 派 ら 臨 を す 悩 今 
み た の   ん そ も る し 日 
と と 考 「 だ   事 た 」 
め い に 今 こ 積 日 に の と 

て う は 僕 を 押 へ ま で 「 
" の 重 は の 的 の で あ 今 

そ で 大 ま 啄 支 橋 考 つ 日 

れ あ な た 木 柱 わ 
が る 過 忌 め で た へ政 た O  @  54 ） あ t@ = コ 

忌 。 。 誤 想、 思 あ し ん し 



石
川
正
雄
は
、
綿
密
に
啄
木
の
思
想
的
推
移
を
辿
っ
た
 上
 で
、
金
田
一
の
い
 う
 啄
木
の
東
洋
的
哲
人
的
絶
対
の
境
  
 

の
 疑
問
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
啄
木
の
思
想
の
 推

移
が
晩
年
ま
で
極
め
て
必
然
的
な
経
過
を
辿
っ
て
き
 て
い
る
 

お
い
て
の
論
説
で
あ
る
。
啄
木
が
社
会
主
義
に
達
し
た
 過

程
は
、
自
然
な
過
程
で
あ
り
、
金
田
一
の
い
う
よ
う
な
 馳
突
な
 

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
あ
る
が
ま
ま
」
と
い
う
観
念
 が
 無
気
力
な
必
然
論
に
っ
な
が
る
素
朴
な
宿
命
観
に
す
ぎ
 よ
 
尤
，
レ
 

@
 @
 ）
 

ぼ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
石
川
は
、
啄
木
の
「
社
会
主
義
的
 帝
国
主
義
」
は
決
し
て
「
無
我
」
に
等
し
い
心
境
で
は
 な
く
、
 

積
極
的
責
 ギ
ゅ
 
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
両
者
の
論
争
に
つ
い
て
、
何
れ
に
賛
成
す
る
か
は
、
 私

の
直
接
の
目
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
は
金
田
一
 0
 キ
ナ
 

ヒ
 
日
 

の
 示
唆
を
つ
け
た
。
石
川
は
、
金
田
一
の
指
摘
が
適
確
な
 反
証
が
な
い
限
り
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
 い
と
い
 

こ
で
、
私
の
心
に
 ぅ
 か
ぶ
の
は
、
そ
れ
が
適
確
な
論
証
 に

は
な
り
え
な
い
と
し
て
も
、
啄
木
の
往
年
の
思
想
で
 あ
る
「
 

「
自
他
融
合
」
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
「
卓
上
一
枚
」
を
 書

い
て
か
ら
は
啄
木
の
口
の
端
に
上
ら
な
く
な
り
、
 表
 面
か
ら
 

ま
っ
た
。
し
か
し
、
潜
在
的
に
啄
木
の
心
底
に
沈
ん
で
い
 た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
思
想
を
も
っ
て
 自
 己
 の
 思
 

す
る
こ
と
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
若
い
情
熱
で
追
っ
た
 模
 倣
の
思
想
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
啄
木
が
心
に
描
い
た
理
想
 の
姿
で
 

は
 現
実
の
生
活
の
苦
悩
に
追
い
ま
く
ら
れ
て
姿
を
消
し
た
 か

に
見
え
た
が
、
や
は
り
啄
木
の
「
こ
こ
ろ
」
を
支
配
 し
て
い
 の

 到
達
に
一
っ
 

こ
と
を
根
底
に
 

も
の
で
は
な
い
 

と
い
う
点
に
し
 

社
会
的
人
間
の
 

摘
に
あ
る
程
度
 

っ
て
い
る
。
 こ
 

自
己
拡
張
」
と
 

姿
を
消
し
て
し
 

想
 と
し
て
確
立
 

あ
っ
た
。
こ
れ
 

た
の
で
は
な
い
 

（
 
駒
 ）
 

な
 反
発
を
し
て
い
る
。
 

ま
い
か
柳
は
緑
、
花
は
紅
に
見
え
渡
っ
た
の
で
 

は
あ
る
ま
い
か
。
「
世
界
は
こ
の
侭
で
よ
か
っ
た
の
だ
 
L
 

と
 叫
ん
だ
の
は
即
ち
 其
 
4
 

 
 

の
声
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
種
法
悦
に
似
た
そ
の
 歓
 び
が
 、

ひ
と
り
押
え
が
た
く
態
と
病
床
か
ら
下
り
て
こ
の
 親
 発
見
を
告
げ
に
来
た
の
 

 
 

 
  

 

で
は
な
か
ろ
う
か
し
と
の
べ
て
い
る
。
金
田
一
の
論
は
更
 に

す
す
め
の
で
あ
る
が
あ
と
は
省
略
す
る
。
 

こ
の
よ
う
に
晩
年
の
啄
木
の
思
想
が
Ⅷ
 度
 転
回
し
て
東
洋
 的
 宗
教
の
境
地
を
お
び
て
い
た
と
す
る
金
田
一
に
対
し
 て
 石
川
正
雄
は
痛
烈
 



石川啄木の思想と 宗教 

一
 0
 五
頁
、
明
治
加
年
。
 

（
 
6
 ）
「
秋
風
調
」
全
集
 
4
 、
一
一
五
頁
（
明
治
㈹
年
 9
 月
）
 に
 「
遂
に
予
は
放
浪
の
民
な
り
。
コ
ス
モ
ポ
 リ
タ
ソ
 の
 徒
 な
り
 。
天
が
下
家
な
ぎ
児
な
 

」
と
あ
る
。
「
石
を
も
て
迫
は
る
る
ご
と
く
ふ
る
さ
と
を
 
出
で
し
か
な
し
み
消
ゆ
る
時
な
し
」
（
 -
 握
の
砂
、
全
集
Ⅰ
 、
 -
 
二
四
頁
）
の
歌
は
 

有
名
で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
日
記
。
「
函
館
の
生
活
」
全
集
 5
 、
一
七
八
頁
。
明
治
 即
 年
り
 月
 幻
日
。
 

（
 
8
 ）
「
古
酒
新
酒
」
全
集
 
4
 、
八
九
頁
以
下
。
明
治
㏄
年
 1
 月
、
 を
は
じ
め
そ
れ
以
後
の
も
の
に
み
え
る
。
 

（
 
9
 ）
幸
徳
事
件
。
全
集
 
4
 に
「
所
謂
今
度
の
事
」
と
い
う
 小
 論
 が
あ
る
。
明
治
何
年
。
 

（
Ⅱ
）
Ⅰ
 イ
チ
ヱ
 を
は
じ
め
て
紹
介
し
た
の
は
戸
張
仙
風
で
あ
 る
 。
し
か
し
、
啄
木
は
、
胡
風
か
ら
の
 影
 窩
を
強
く
 ぅ
 け
て
い
 る
 。
 

が
あ
る
 0
 啄
木
の
プ
ラ
イ
ド
が
躍
如
と
し
て
い
る
 

0
 

（
 
5
 ）
啄
木
は
、
の
ち
に
こ
の
時
代
を
回
顧
し
て
、
自
分
が
学
 

校
 教
育
か
ら
 5
 け
た
も
の
は
極
め
て
少
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
 

「
 
林
 中
書
」
全
集
 
4
 、
 

る の 理 か 
（ （ （ （ 
4 3 2 1   。金田 注百く ように ではな 想 
小 の 国 人 暗 め 啄 思 、 い そ - 
学 永崎 余和 ら木 
佼唆望 0 30 れ の 

で を 久国手 て 研 
うだれの 。 る は い 

首 ぅ 大筈 3 い究 
う 恐 う     

争 。 日 と行ない こ 啄 に 
う 木   

-- Ⅰ f つ 啄んのお 木と コ " の て 

反 論が文木 く 

み に 東 

大 庁 啄 芸 論わ 
る と 洋 

の 読本 L は し 
持 、 っ て哲 的 

こ ㌔の 臨 上 り 
諸持記文 啄 も 学 

未 完 的 
の 教 諦 
和 約 め   期 な の 

歌 社で啄集は 
に （ い 木口   

の 意 境 
思 味 地 
想 を と 

が ら い 

  
生 っ う 

き た に L 了い @ @ ： 

啄 自 は 
木 ら ど 

の の 遠 
偲 。 あ い 

想、 る も 

構 べ の 

造 き で 
に 、 あ 
お そ つ 

け し た 
る て に 

せよ 宗教よ っ 

め て     影 た 啄 
が つ 木 

                て 一 
か も 

は べ の 

つ き 求 

    き 填 め 
    り 地 た 

握 本 よ の 
と で 思 

の 誇 る 分 し あ 想、 
て っ 上 がま 砂 ） は 多 と、 く た の 
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朝
風
の
ワ
グ
ナ
ー
論
は
、
「
 
一
 
@
g
 
山
樗
牛
 に
答
ふ
る
の
 
書
 」
明
治
㏄
 
年
 2
Z
3
 

月
㍉
太
陽
 L
 掲
載
。
 

「
再
び
 樗
牛
 に
与
ふ
る
 書
口
 明
治
㏄
年
 
8
 月
㍉
太
陽
 
L
 掲
載
の
も
  
 

（
 
皿
 ）
細
越
典
夫
 宛
 。
明
治
㏄
 
年
 川
戸
 W
 日
 。
全
集
 7
 、
一
五
 頁
 。
 

（
 
ば
 ）
野
村
長
一
死
。
明
治
㏄
年
 g
 月
 M
 日
 。
全
集
 7
 、
 三
 0
 頁
 。
 

（
 
叩
 ）
 
コ
 ワ
グ
ネ
ル
の
思
想
 二
 全
集
 4
 、
 二
 0
 頁
 以
下
。
明
治
 ㏄
 年
 。
 

（
 
M
 ）
 
同
 

（
 
騰
 ）
 
同
 

（
㎎
）
「
 
渋
民
 日
記
」
全
集
 5
.
 七
九
頁
以
下
。
明
治
㏄
 年
 。
 

（
Ⅱ
）
 同
 

（
 
穂
 ）
 
妹
崎
 正
治
 宛
 。
明
治
 舘
 年
 1
 月
 穏
日
 。
全
集
 7
 、
三
五
 頁
 。
 

（
㎎
）
「
 
渋
 畏
日
記
」
全
集
 5
 、
七
九
頁
。
明
治
㏄
 年
 。
 

（
㏄
）
小
林
茂
雄
 宛
 。
明
治
㏄
年
 9
 月
け
日
。
全
集
 7
 、
一
一
 頁
 。
 

（
 
ね
 ）
野
村
長
一
死
。
明
治
㏄
年
 
9
 月
打
日
。
全
集
 7
 、
 三
 0
 頁
 。
 

（
 
羽
 ）
こ
 % 民
 日
記
」
全
集
 5
 、
七
九
頁
。
明
治
㏄
 年
 。
 

（
 
為
 ）
野
村
長
一
死
。
明
治
㏄
年
 
g
 月
 W
 日
 。
全
集
 7
 、
三
一
 頁
 。
 

（
 
接
 ）
「
中
底
語
種
」
全
集
 
5
 、
三
一
頁
。
明
治
 甜
 年
 1
 月
 1
 日
 。
 

（
 
あ
 ）
伊
東
圭
一
郎
 
宛
 。
明
治
的
年
 8
 月
 3
 日
。
全
集
 7
 、
 六
 三
頁
。
 

（
 
笏
 ）
 
同
 

（
 
折
 ）
「
秋
草
一
束
」
全
集
 4
 、
四
八
頁
。
明
治
 甜
年
 Ⅱ
 月
 。
 

（
 
0
0
 
）
 、
 （
 
鴉
 ）
 
同
 

（
㏄
）
短
歌
に
も
し
ば
し
ば
神
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
  
 

（
㎝
）
「
中
底
 詩
程
 」
全
集
 5
 、
三
一
頁
。
明
治
 舘
 年
 3
 月
は
 日
 。
 

（
 
諺
 ）
金
田
一
京
助
 
宛
 。
明
治
 舘
 年
 3
 月
は
日
、
全
集
 7
 、
 四
 九
頁
。
 

（
㏄
）
野
村
長
一
死
。
明
治
 甜
 年
 2
 月
㏄
 日
 。
全
集
 7
 、
四
四
 頁
 。
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（
㌍
）
小
沢
 
恒
 
一
死
。
明
治
 組
 年
 2
 
月
㏄
 日
 。
全
集
 7
 、
四
四
 
頁
 "
 

（
㏄
）
伊
東
圭
一
郎
 宛
 。
明
治
 甜
 年
 8
 
万
 3
 
日
。
全
集
 7
 、
 六
 四
頁
。
 

（
㏄
）
「
秋
風
 記
 」
全
集
 4
 
、
一
一
七
頁
以
下
。
明
治
㏄
年
 9
 月
 。
 

（
 
辞
 ）
「
 開
 天
地
」
全
集
 4
 、
 セ
 五
頁
。
明
治
㏄
 
年
 。
ほ
か
。
 

（
㏄
）
綱
島
梁
川
。
「
病
間
録
 
日
 
二
一
五
頁
。
 

（
㏄
）
松
本
佑
一
。
「
比
較
宗
教
人
間
学
へ
の
 一
 視
点
」
宗
教
 研
究
 
三
 一
二
。
昭
和
竹
竿
。
 

（
㏄
）
野
村
良
一
死
。
明
治
㏄
年
 9
 月
 然
日
 。
全
集
 7
 、
三
一
 頁
 。
 

（
Ⅱ
）
「
卓
上
一
枚
」
全
集
 4
 
、
一
三
二
頁
以
下
。
明
治
 れ
年
 2
 
月
。
同
様
の
こ
と
は
、
宮
崎
大
四
郎
 宛
 。
明
治
 典
 年
 2
 
月
 8
 日
 。
全
集
 7
 、
一
セ
 
八
 

真
 に
も
。
 

（
 
乾
 ）
吉
野
 章
 二
兎
。
明
治
 
典
 年
 7
 
月
は
日
。
全
集
 7
 、
二
三
 五
頁
。
 

（
㌍
）
岩
崎
正
 
宛
 。
明
治
 典
 年
 7
 月
 7
 
日
。
全
集
 ァ
 、
二
二
八
 頁
 。
 

（
 
材
 ）
「
明
治
 れ
 年
日
誌
」
 
4
 
月
 1
 
日
。
全
集
 5
 、
二
四
一
頁
  
 

（
 
巧
 ）
 
同
 。
 6
 
月
れ
日
。
全
集
 5
 、
二
八
四
頁
。
 

（
 邱
 ）
 
同
 。
 6
 
月
㏄
 日
 。
全
集
 5
 、
二
八
五
頁
。
 

（
 
仰
 ）
 
同
 。
 7
 
月
旭
日
。
全
集
 5
 、
 三
 0
 
一
頁
。
 

以
上
は
明
治
 典
年
 で
あ
る
が
、
こ
の
前
後
に
も
死
に
つ
い
て
の
 記
事
は
多
い
。
 

（
㎎
）
「
弓
打
よ
り
」
全
集
 4
 、
二
一
一
頁
。
明
治
㎎
年
は
月
  
 

（
㎎
）
荒
畑
寒
村
、
窪
 川
稲
 次
郎
、
中
野
重
治
、
平
野
謙
、
 

荒
 正
人
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
主
義
の
立
場
で
、
啄
木
と
社
会
主
 義
の
立
場
に
つ
い
て
論
 

じ
た
も
の
が
あ
る
。
全
集
 8
 
に
掲
載
。
 

節
 ）
啄
木
は
 、
 早
く
か
ら
社
会
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
の
 べ
 て
い
る
し
、
生
活
と
戦
っ
て
い
る
最
低
の
時
代
に
社
会
を
責
め
 た
 舌
口
も
度
々
吐
い
て
は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
目
 リ
一
 。
硝
子
窓
」
全
集
 4
 、
二
四
五
頁
。
明
治
 典
 年
 6
 月
。
 

 
 

一
 
・
 
兜
 ）
全
集
 4
 
、
二
五
六
頁
以
下
。
明
治
㎎
年
 8
 月
，
 

 
 

「
㏄
）
土
岐
善
麿
「
明
日
の
考
察
」
全
集
 8
 、
三
頁
。
 



へ
 
4
n
 

丼
 ）
 

ハ
二
 
0
 ）
 

（
 
二
 U
 ）
 

ハ
 
イ
 
1
 ）
 

こ
の
心
情
を
 

八
二
頁
。
 

「
病
室
よ
り
 

金
田
一
京
助
 

石
川
正
雄
「
 歌

っ
た
も
の
に
、
 

一
 あ
た
ら
し
ぎ
明
日
の
来
る
を
信
す
と
い
 @
 自
分
の
言
葉
に
嘘
は
な
け
れ
 

一
 全
集
 4
 、
 三
セ
 
一
頁
。
明
治
 巧
 年
 1
 月
。
 

「
晩
年
の
石
川
啄
木
」
全
集
 
8
 、
四
五
頁
以
下
。
昭
和
 2
 年
。
 

一
つ
の
疑
問
 二
 全
集
 8
 、
七
五
頁
以
下
。
昭
和
Ⅱ
 午
 。
 

」
 

-
 

悲
し
さ
 玩
可
 ：
全
集
 1 
、
 

  
 
 

4
 

 
 

 
  

 



カントの自由論 

で は の 念 ? の 
                    党しも 蹟要 、 は） 果ヵ 
葉 の 概 か あ き 石、 、 た ン 

そ す ト 

践 

一 」 

ノ下 

白日 

  
由完コ自 へ由 
では い の っ き い 

る こ 、 

が 囲 そ と 自   
的 

験 的い と         
49  (495) 

カ
ン
ト
の
自
由
論
 

ユ
 
し
の
 一
｜
 

小
西
国
夫
 



さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
②
こ
の
解
決
に
際
 し
て
、
先
験
的
自
由
は
自
然
必
然
性
と
の
関
連
に
お
い
て
 、
い
か
な
る
も
の
と
し
 

に
、
 次
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
究
明
し
て
お
き
た
い
。
①
 第
三
二
律
背
反
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
 れ
は
い
か
に
し
て
解
決
 

が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
解
釈
の
 

ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
 

に
深
く
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
 

て
 、
 彼
の
批
判
哲
学
的
著
作
お
 

の
 自
由
論
の
真
相
を
究
明
す
る
 

判
 的
、
体
系
的
に
論
述
さ
れ
た
 う

ち
、
一
休
い
ず
れ
が
カ
ン
ト
解
釈
と
し
て
正
当
な
の
 で
あ
る
か
、
そ
し
て
ま
た
、
不
当
で
あ
る
と
す
れ
 

お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
 こ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
カ
ン
ト
自
身
の
所
説
 

っ
て
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
 

こ
 ぅ
 し
た
観
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
お
い
 

よ
び
 い
わ
ぬ
 る
 
「
宗
教
論
 L
 （
 一
セ
 九
三
年
）
を
中
心
に
 、
 司
 手
記
遺
稿
集
目
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、
 

彼
 

こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
で
さ
し
あ
た
り
、
小
論
に
お
い
て
 は
、
 彼
に
お
い
て
自
由
の
概
念
が
は
じ
め
て
 批
 

「
純
粋
理
性
批
判
 L
 （
一
七
八
一
年
）
の
「
 
先
 験
的
弁
証
 ゑ
 
橘
 」
に
お
け
る
「
第
三
二
律
背
反
」
論
を
中
心
 

-
 
Ⅲ
 
W
 
）
 

も
 、
保
証
と
し
て
も
用
い
て
い
る
。
」
と
解
し
て
い
る
。
 

こ
の
外
、
カ
ン
ト
の
自
由
に
関
す
る
異
な
っ
た
解
釈
を
 数
え
あ
げ
れ
ば
、
切
り
 

（
 
6
 ）
 

は
 宇
宙
論
的
理
念
に
は
属
さ
な
い
。
」
の
に
、
「
カ
ン
ト
 

は
 
二
律
背
反
の
叙
述
に
お
い
て
、
そ
れ
同
自
由
の
理
念
 口
 に
 宇
宙
論
的
 マ
 

（
Ⅰ
 
1
 
）
 

か
ぶ
せ
た
。
」
と
見
な
し
、
「
私
が
見
る
限
り
、
先
験
的
 

自
由
の
説
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
…
…
私
の
確
信
は
 
、
 「
実
践
的
 ヒ
自
 

（
 
父
 
U
 
）
 

が
 有
用
で
あ
り
、
ま
た
 ハ
 そ
れ
だ
け
で
 ロ
 十
分
で
あ
る
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
 フ
 イ
ッ
シ
ャ
ー
は
 

「
近
世
哲
学
史
 b
 第
四
巻
「
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
 と
そ
 の
 学
説
」
の
中
で
、
「
カ
ン
ト
の
実
践
的
自
由
は
 、
先
 験
 的
自
由
な
し
 

（
 
9
 ）
 

容
 さ
れ
得
な
い
。
」
と
見
て
、
カ
ン
ト
は
人
間
に
お
け
る
 実
践
的
自
由
の
事
実
を
、
世
界
理
念
と
し
て
の
 先
 験
的
 自
由
の
「
実
例
 ン

ト
 を
 

由
の
み
 

、
そ
の
 

こ
ま
 忍
 

 
 と

し
て
 

 
 

は
 、
あ
く
ま
で
先
験
的
・
宇
宙
論
的
理
念
と
し
て
の
 

自
 由
 で
あ
る
と
い
う
点
を
 0
 

強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
パ
ウ
ル
ゼ
ン
は
 

、
そ
 0
 着
コ
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
ヒ
の
中
で
、
カ
ン
ト
の
 

主
 張
が
 、
「
実
践
的
自
由
  

 

は
 先
験
的
自
由
を
そ
の
必
然
的
前
提
と
し
て
も
っ
て
 

い
 。
」
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
自
由
（
 

る
 5
 ）
 

の
 概
念
は
、
本
来
的
に
㈹
 



カントの自由論 

 
 

第
一
の
問
題
に
入
る
に
先
立
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
 、
問
 題
の
第
三
二
律
背
反
を
含
む
す
べ
て
の
「
純
粋
理
性
の
 二
律
背
反
」
が
、
お
 

よ
 そ
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
、
㍉
批
判
 L
 の
 成
立
に
対
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
か
に
 つ
い
て
、
概
観
し
て
お
 

く
 必
要
が
あ
ろ
う
。
 

カ
ン
ト
は
㍉
純
粋
理
性
批
判
し
の
「
緒
論
」
に
お
い
て
、
 感
性
と
悟
性
と
を
 
コ
 人
間
的
認
識
の
二
つ
の
 酔
ひ
 （
 
笘
 
ョ
口
」
 烏
燵
 ）
 と
呼
 

び
 、
「
 先
 験
的
感
性
論
」
と
「
 先
 験
的
分
析
論
」
と
に
 お
い
て
、
一
貫
し
て
こ
の
「
両
者
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
の
み
認
識
が
生
じ
 

得
る
」
こ
と
、
舌
ロ
 い
 換
え
れ
ば
、
純
粋
 悟
性
概
念
と
し
て
の
 範
 時
に
よ
る
感
性
的
直
観
の
総
合
的
 統
一
に
よ
っ
て
の
み
、
 

普
遍
妥
当
的
な
認
識
が
生
じ
得
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
 そ
 し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
然
科
学
は
「
一
個
の
学
の
確
 実
な
進
路
」
が
約
束
さ
 

れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
場
合
、
感
性
と
悟
性
と
は
、
 そ
れ
ぞ
れ
「
表
象
を
受
け
取
る
能
力
（
印
象
の
感
受
 性
由
の
 z
 の
ち
計
二
口
 

笘
 
（
）
」
と
 

「
こ
の
表
象
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識
す
る
能
力
（
概
念
の
 
自
発
性
の
 で
 0
 コ
 軒
毘
 岸
緊
 ）
」
 
宙
已
 
と
を
意
味
し
、
し
た
 が
っ
て
悟
性
は
、
そ
れ
 

自
身
自
発
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
自
発
性
に
よ
っ
て
 総
 合
 な
い
し
結
合
す
る
素
材
は
、
こ
れ
を
常
に
受
動
的
な
感
 性
 に
侠
た
ね
ば
な
ら
な
 

い
 。
だ
か
ら
悟
性
が
認
識
す
る
も
の
は
、
決
し
て
「
 物
自
 体
 」
で
は
な
く
て
、
感
性
に
「
現
わ
れ
る
」
限
り
の
 物
 、
す
な
わ
ち
感
性
的
 直
 

観
の
表
象
と
し
て
の
「
現
象
」
に
の
み
限
ら
れ
る
。
 し
 た
が
っ
て
そ
こ
に
、
可
能
的
経
験
認
識
の
限
界
が
存
す
る
 。
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
 

れ
は
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
 人
 間
の
理
性
は
、
こ
の
こ
と
を
い
か
に
自
覚
し
た
と
こ
ろ
で
 、
か
か
る
限
界
内
に
自
 

ら
を
制
限
す
る
こ
と
に
は
満
足
し
得
な
い
。
そ
し
て
、
 
「
多
識
と
い
う
単
な
る
虚
栄
心
に
動
か
さ
れ
て
で
は
な
く
 
、
己
れ
 自
身
の
要
求
に
 

 
 

駆
ら
れ
て
」
（
㏄
 o
P
 

）
、
か
か
る
限
界
を
越
え
出
て
自
ら
 

の
 認
識
を
拡
張
し
ょ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
 要
 求
を
自
ら
の
内
に
意
識
 
5
 

て
 捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 



純
粋
悟
性
概
念
と
し
て
の
 範
時
 と
区
別
し
て
、
「
純
粋
 
理
 性
 概
念
」
、
あ
る
い
は
「
 
先
 験
的
理
念
（
冨
田
お
 コ
 色
の
 
コ
 （
 

 
 

そ
こ
で
彼
は
、
「
分
析
論
」
に
お
い
て
「
 範
 時
の
根
源
」
 
を
 
「
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
判
断
の
四
つ
の
論
理
的
機
能
」
 

に
 求
め
た
よ
う
に
、
 

こ
で
は
、
か
か
る
「
理
念
の
根
源
」
を
、
定
言
的
、
仮
 舌
 ロ
約
、
お
よ
び
選
言
的
と
い
う
「
理
性
推
論
の
三
つ
の
 
機
 能
 」
、
「
三
種
の
形
式
 

に
も
 小
 
め
る
 
宙
 「
 
0
 鰍
的
の
下
 ㏄
そ
れ
で
彼
は
、
「
 先
 験
 的
理
念
の
体
系
」
と
い
う
節
に
お
い
て
、
か
か
る
 形
 式
 に
よ
っ
て
推
論
さ
 

る
 理
性
概
念
を
、
主
観
（
主
体
）
、
客
観
（
客
体
）
、
お
 

ょ
 び
 
「
あ
ら
ゆ
る
物
一
般
」
に
関
す
る
「
理
性
統
一
」
と
 し
て
の
、
「
思
惟
 す
 

主
観
の
絶
対
的
（
 無
 制
約
的
）
統
一
」
、
「
現
象
の
制
約
 
の
 系
列
の
絶
対
的
統
一
」
、
お
よ
び
「
思
惟
一
般
の
あ
ら
 
 
 

対
酌
統
一
」
の
理
念
と
舌
ロ
 い
 表
わ
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
 

こ
 れ
ら
三
つ
の
 先
 験
的
理
念
に
よ
っ
て
、
純
粋
理
性
の
あ
 ら
ゆ
る
要
求
は
 、
ま
 っ 絶 る れ 二 こ   

間
 に
あ
っ
て
は
、
 少
 低
く
と
も
「
自
然
素
質
と
し
て
は
 

現
実
的
で
あ
る
。
」
（
 
ヨ
 ・
）
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 そ
れ
で
カ
ン
ト
は
 、
か
 

か
る
「
要
求
の
根
源
」
（
 下
 0
 ）
の
 
や
ゆ
お
 ）
、
素
質
の
根
源
 を
 、
上
述
の
悟
性
と
は
区
別
さ
れ
た
（
狭
義
の
）
理
性
の
（
 

エ
 
）
 

  

と
こ
ろ
で
か
か
 ろ
 理
性
の
要
求
、
な
い
し
「
理
性
の
働
 き
 七
の
Ⅱ
 

コ
ロ
ミ
ヰ
 
の
注
目
垢
」
（
 
巾
 h
o
 

）
の
 

ゆ
 ・
 ゆ
お
 ・
）
は
 
、
 単
に
 そ
の
論
理
的
形
式
に
 

関
し
て
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
理
性
推
論
」
に
現
わ
れ
 る
 。
こ
の
推
論
に
お
い
て
、
理
性
は
直
接
に
直
観
あ
る
い
 は
 何
ら
か
の
経
験
に
関
 

わ
る
の
で
は
な
く
て
、
悟
性
の
多
様
な
認
識
に
体
系
的
 統
一
を
与
え
る
た
め
に
、
悟
性
と
そ
の
判
断
と
に
関
わ
 
る
 。
し
た
が
っ
て
理
性
 

ほ
 、
直
接
に
「
判
断
す
る
能
力
」
と
し
て
の
悟
性
と
区
 別
さ
れ
て
、
「
間
接
に
推
理
す
る
能
力
」
あ
銭
）
と
も
 ぃ
 わ
れ
る
。
こ
の
「
理
性
 

は
 、
推
論
に
お
い
て
き
わ
め
て
多
様
な
悟
性
認
識
を
（
 並
 目
遍
 的
制
約
と
い
う
）
最
少
数
の
原
理
へ
と
還
元
 し
、
こ
 れ
に
よ
っ
て
多
様
な
 悟
 

性
 認
識
の
最
高
統
一
を
成
就
し
ょ
う
と
す
る
」
 
宙
琶
 。
こ
の
統
一
は
、
先
述
の
悟
性
に
よ
る
可
能
的
直
観
の
綜
 全
的
統
一
と
は
「
全
然
 

別
種
の
も
の
」
元
銭
）
で
あ
り
、
両
者
は
「
本
質
的
に
 異
な
る
 只
叶
お
ど
 
。
そ
れ
で
彼
は
、
こ
の
統
一
を
先
の
「
 悟
 性
 統
一
ゼ
 の
 Ⅱ
の
（
 

リ
コ
 
Ⅰ
の
 
甲
 

 
 

の
ぎ
ゴ
 
の
～
（
」
と
区
別
し
て
、
と
く
に
「
理
性
統
一
つ
の
（
 

口
 目
ま
 汀
ぎ
ゴ
 
文
二
と
言
い
表
わ
し
、
こ
の
統
一
の
表
象
を
 、
悟
性
統
一
に
お
け
る
 

(4 ㏄ ) 

す
る
の
み
な
ら
ず
、
古
来
の
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
の
内
 に
か
か
る
要
求
の
現
わ
れ
を
見
る
。
こ
の
こ
と
は
、
形
而
 上
半
 が
 、
わ
れ
わ
れ
 人
 
2
 

 
 



カントの自由論 

て 託 と っ こ そ 得るも 弁さ 「 課題 に よ する る 。 守口」 ている 

上 的 す て と れ 完 （ の 

駅 制 先 の     
仮 と 「 防 こ 

は す 誇 

彼 （ 蓋をお古本 る 

@C 安安 

「 ム 

的 

" ヘ 

tc 

  
て 

  
る 
」 
  
  
健宕 ）   論 の と あ 生 る た 

  
の 

推 と 論 " め と 
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応
 す
る
対
象
は
、
経
験
に
お
い
て
は
決
し
て
与
え
ら
れ
 得
な
い
。
そ
の
限
り
、
 
範
 時
の
よ
う
に
可
能
的
経
験
認
識
 の
一
 ・
構
成
的
原
理
」
と
 

 
 

し
て
で
は
な
く
、
か
か
る
認
識
の
体
系
的
統
一
の
理
念
 と
し
て
、
し
た
が
っ
て
認
識
の
単
な
る
「
統
制
的
原
理
」
 と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
 

た
く
完
全
に
表
わ
さ
れ
て
 

形
而
上
学
し
の
第
二
部
門
 

の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
 

C
 コ
の
 
（
の
Ⅱ
 

匡
 @
c
 
コ
カ
由
じ
 、
 世
 

仕
ど
 。
 

こ
れ
ら
三
つ
の
理
念
は
 

ぬ
 の
す
の
 

@
 
）
）
も
の
で
あ
り
」
 

い
る
し
 角
イ
 
。
 ピ
 四
の
提
・
）
。
こ
れ
ら
三
つ
の
理
念
は
 

、
そ
 れ
ぞ
れ
。
彼
の
目
ざ
す
い
わ
ゆ
る
「
一
個
の
根
本
的
 

、
す
な
わ
ち
 一
 
1
 
本
来
の
形
而
上
学
」
の
内
容
を
な
す
 

合
 理
的
 心
理
学
、
合
理
的
宇
宙
論
、
お
よ
び
合
理
的
神
学
 

て
 、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
心
理
学
的
、
宇
宙
論
的
 
お
よ
び
神
学
的
理
念
と
も
、
ま
た
 
心
 
ぎ
の
Ⅰ
の
（
不
死
 

栗
毛
色
（
（
自
由
 
目
 お
ぎ
の
 
ピ
 
（
）
お
よ
び
神
の
。
笘
の
理
 

 
 

、
 彼
に
よ
れ
ば
「
決
し
て
気
ま
ま
に
空
想
さ
れ
た
も
の
で
 

は
な
く
て
、
理
性
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
（
 

き
寂
 T
 

宙
 ㊥
、
そ
の
意
味
で
「
 先
 験
的
（
主
観
的
）
実
在
性
」
 

宙
 睡
を
有
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
理
念
に
対
 



理
性
の
木
性
上
、
先
述
の
三
種
の
理
念
に
応
じ
て
、
 三
 種
 だ
け
生
ず
る
。
そ
れ
を
彼
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
純
粋
理
性
 の
 弁
証
的
推
論
 L
 の
 策
 

一
種
、
第
二
種
お
よ
び
第
三
種
と
も
、
ま
た
「
純
粋
理
性
 の
 誤
謬
推
理
」
、
「
二
律
背
反
」
お
よ
び
「
理
想
」
と
も
 
呼
ん
で
、
そ
の
先
験
的
 

・
弁
証
的
仮
象
を
批
判
的
に
解
明
し
ょ
う
と
す
る
。
し
た
 

 
 

宙
 論
的
理
念
（
世
界
 理
 

 
 

念
 ）
に
関
す
る
純
粋
理
性
の
弁
証
的
推
論
に
体
な
ら
な
 い
と
い
え
る
。
 

で
は
 、
か
か
る
「
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
」
は
、
よ
り
 具
 体
 的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ
 う
 に
宇
宙
論
的
理
念
 

と
は
、
「
現
象
の
制
約
の
系
列
の
絶
対
的
統
一
」
の
 理
 念
 で
あ
っ
た
。
そ
れ
 故
 こ
の
理
念
は
、
 量
 ・
 質
 ・
関
係
 お
 よ
び
様
相
と
い
う
 範
噂
 

0
 匹
 網
 に
応
じ
て
、
四
 つ
 だ
け
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
 、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
所
与
全
体
の
「
合
成
 

ぎ
 組
ョ
 ヨ
 田
 お
薄
目
 ゅ
 」
、
「
分
割
 

中
の
ぎ
 コ
ぬ
 
」
、
「
生
起
 芭
コ
 
（
の
 
富
 プ
ロ
コ
 
抽
 」
お
よ
び
「
現
存
在
 の
 依
存
性
 
レ
す
ゴ
め
コ
的
荘
ガ
黛
 

（
ら
の
の
し
曲
の
の
ぎ
巴
の
絶
対
 

的
 完
全
性
と
い
う
四
つ
 

の
無
 制
約
的
理
念
で
あ
る
 
宙
監
ト
 
こ
れ
ら
は
、
右
の
 範
 時
の
四
 綱
 の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
の
「
制
約
の
側
で
 の
 総
合
」
、
す
な
わ
ち
 
｜
 

｜
 
「
前
進
的
 ち
 （
 
0
 軸
 「
の
の
の
 

ぎ
 1
 
一
 綜
合
と
は
区
別
さ
れ
た
 

「
背
進
的
（
遡
源
的
）
（
の
 

め
ハ
 
の
の
の
～
 

ニ
 綜
合
を
無
制
約
 者
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
総
合
を
完
結
し
よ
う
と
す
る
、
 四
 つ
の
理
性
統
一
の
理
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
理
念
 は
 、
「
無
制
約
者
に
ま
 

で
 拡
張
さ
れ
た
 範
偏
 に
外
な
ら
な
い
。
」
鉛
華
と
も
い
 
わ
れ
る
。
か
か
る
理
念
を
、
思
弁
理
性
 
は
 普
通
、
次
の
 よ
う
な
 超
験
的
 原
則
に
 

従
っ
て
要
求
す
る
。
「
 被
 制
約
者
が
与
え
ら
れ
て
い
る
 場
合
に
は
、
制
約
の
総
体
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
 
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 

の
み
 被
 制
約
者
が
可
能
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
端
的
に
無
制
 約
 的
な
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」
 宙
睦
 。
 

さ
て
以
上
の
考
察
か
ら
、
宇
宙
論
的
理
念
に
は
、
他
の
心
 理
学
的
、
お
よ
び
神
学
的
理
念
に
は
見
ら
れ
な
い
、
特
殊
 な
 性
質
の
存
す
る
こ
 

と
が
知
ら
れ
得
よ
う
。
宇
宙
論
的
理
念
は
、
「
現
象
の
制
 
約
の
系
列
の
絶
対
的
統
一
」
と
か
、
「
現
象
の
背
進
的
 
総
 合

の
無
制
約
者
」
年
銭
）
 

 
 

と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
可
能
 
的
 経
験
の
対
象
と
し
て
の
現
象
の
総
合
に
関
わ
る
も
の
 
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
 

は
 、
 範
 時
と
同
様
に
可
 桂
的
 経
験
に
内
在
 的
 で
あ
っ
て
 超
 験
 的
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
、
確
か
に
宇
宙
論
的
な
も
 の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
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直
接
に
は
宇
宙
論
的
理
念
に
つ
い
て
、
後
の
「
最
も
特
 異
な
現
象
」
は
、
こ
の
理
念
 

 
 

 
 

に
 応
じ
て
 惹
き
 起
こ
さ
れ
る
二
律
背
反
に
つ
い
て
述
べ
 ，
 
づ
 れ
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
二
つ
の
現
象
は
 、
 実
は
相
即
不
可
分
な
 
5
 

論
の
二
律
背
反
が
生
ず
る
こ
と
を
説
き
、
こ
れ
を
四
対
 
の
 相
互
に
矛
盾
す
る
命
題
と
し
て
表
わ
し
た
あ
と
で
、
 し
う
舌
ロ
っ
て
 

ブ
 

ハ
 
Ⅲ
 る
 。
「
さ
て
 

由
 

明
こ
こ
に
人
間
理
性
の
最
も
特
異
な
現
象
の
の
）
（
の
が
 

ヨ
 降
 の
の
中
す
 
曲
コ
 
0
 ヨ
の
コ
 が
あ
る
。
・
・
・
…
」
（
 

弓
 q
0
 
宙
 や
ゆ
 鰹
 ）
と
。
こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
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が
 心
や
神
の
概
念
に
関
し
て
で
は
な
く
、
世
界
概
念
と
 し
て
の
こ
の
宇
宙
論
的
理
念
に
関
し
て
の
み
二
律
背
反
を
 惹
き
 起
こ
す
と
い
 

情
は
 、
こ
の
理
念
に
固
有
な
、
か
か
る
二
重
性
に
由
来
 す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
「
四
つ
の
 宇
 宙
 論
的
理
念
の
す
 

に
よ
っ
て
生
ず
る
宇
宙
論
的
問
題
の
懐
疑
的
表
現
」
と
い
 う
 節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
自
身
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
 い
る
と
こ
ろ
か
ら
 

容
易
に
窺
わ
れ
得
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
「
宇
宙
論
的
 理
念
は
、
だ
が
ハ
理
念
で
は
あ
る
が
 ロ
 経
験
の
対
象
に
の
 み
関
 わ
る
の
で
あ
 

こ
の
経
験
の
対
象
は
可
能
的
悟
性
概
念
に
適
合
し
て
い
な
 け
れ
 は
 な
ら
な
い
か
ら
、
宇
宙
論
的
理
念
は
ま
っ
た
く
 空
虚
で
無
意
味
で
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
私
が
ど
れ
ほ
ど
対
象
を
 理
念
に
順
応
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
対
象
が
理
念
に
適
合
 し
な
い
か
ら
で
あ
 

ま
さ
に
こ
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
世
界
概
念
は
 、
理
 性
 が
こ
れ
ら
に
執
着
す
る
限
り
、
理
性
を
不
可
避
的
な
 二
律
背
反
へ
巻
き
 

の
で
あ
る
」
 宙
笘
む
 。
 

と
こ
 z
0
 
で
 
向
 イ
メ
ロ
ン
 
ゴ
メ
よ
ノ
 
已
に
い
わ
い
て
り
は
、
カ
ン
ト
 は
 宇
宙
論
的
理
念
の
か
か
る
二
重
性
を
説
く
に
先
立
っ
 て
、
こ
 ・
 
三
 @
 
ロ
っ
 

る
 。
「
純
粋
理
性
が
そ
の
 超
験
的
 使
用
に
お
い
て
作
り
 出
し
た
こ
の
産
物
 ハ
 宇
宙
論
的
理
念
 口
は
 、
純
粋
理
性
の
 最
も
注
意
す
べ
き
 

ヨ
の
 Ⅰ
 
吋
 毛
む
 へ
 
年
少
的
の
の
㌧
 

す
曲
コ
 
0
 日
の
 コ
 
で
あ
る
。
」
（
 
巾
 Ⅰ
 
0
 厨
的
 ゅ
の
 
0
 ）
と
。
そ
し
て
す
ぐ
次
の
節
に
お
い
て
、
彼
は
こ
 の
 理
念
に
応
じ
て
 
四 項 て 
つ 象 い 込 む るなりもべう 。 け " " て事 

自
身
は
「
ま
だ
理
念
で
ほ
な
い
。
Ⅰ
と
は
い
え
、
 

「
 被
 制
約
者
と
そ
の
制
約
と
の
連
結
を
、
経
験
 

 
 

 
 

 
 

，
て
 れ
が
「
現
象
の
・
・
・
・
・
・
絶
対
的
統
一
」
、
「
現
象
の
 

総
合
の
無
制
約
者
」
と
し
て
、
 

が
 決
し
て
及
び
得
な
い
ま
で
に
拡
張
す
る
」
限
り
に
お
 い
て
は
、
や
は
り
理
念
に
体
な
ら
 

 
 

理
念
に
は
見
ら
れ
な
い
、
宇
宙
論
的
理
念
に
固
有
な
二
 重
性
 が
存
す
る
。
そ
こ
で
、
思
弁
 



さ
て
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
①
先
述
の
 宇
宙
論
的
理
念
の
二
重
性
は
、
純
粋
理
性
が
二
律
背
反
を
 惹
き
 起
こ
す
、
い
わ
 

ば
 理
論
的
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
 お
い
て
、
②
第
三
二
律
背
反
を
含
む
す
べ
て
の
二
律
背
反
 の
 
「
事
態
根
源
」
は
 、
 

-
M
-
 

経
験
が
「
人
間
の
領
域
に
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
宇
宙
 め
 
柵
的
 領
域
に
存
す
る
」
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
③
か
か
る
 二
律
背
反
が
「
純
粋
 理
 

 
 

 
 

性
 批
判
」
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
少
な
く
と
も
こ
れ
 以
降
の
彼
の
批
判
哲
学
全
体
の
出
発
点
で
あ
り
、
ま
た
 原
 動
力
で
あ
っ
た
と
も
 @
-
 

ロ
 

い
 得
る
で
あ
ろ
う
。
 

一
 "
 

で
は
問
題
の
第
三
二
律
背
反
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
 、
ま
た
そ
れ
は
い
か
に
し
て
解
決
（
解
消
）
さ
れ
た
の
 で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
 

問
題
に
答
え
る
に
は
、
ま
ず
 一
 
・
 
先
 験
的
弁
証
論
」
に
お
 け
る
第
三
二
律
背
反
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
瞥
し
て
お
か
 ね
ば
な
ら
な
い
。
 
ヵ
ン
 

ト
は
 
「
弁
証
論
」
に
お
い
て
、
先
述
の
よ
う
に
形
而
上
学
 0 本
来
の
課
題
を
な
す
、
心
理
学
的
、
宇
宙
論
的
お
よ
 び
 神
学
的
理
念
、
す
な
 

わ
ち
不
死
、
自
由
お
よ
び
神
の
理
念
に
関
す
る
純
粋
 理
 性
の
弁
証
的
推
論
を
、
そ
れ
ぞ
れ
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
 、
二
律
背
反
お
よ
び
 理
 

想
 と
表
わ
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
自
由
は
当
 然
 、
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
論
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る
べ
 き
甜
額
 と
見
な
さ
れ
た
 

（
 
タ
 
1
 。
 
-
 

で
す
」
。
 

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
の
引
用
文
に
続
い
て
、
 
。
こ
の
現
象
は
 、
 …
・
・
・
哲
学
を
そ
の
独
断
の
ま
 
ど
 ろ
み
か
 ら
 目
覚
ま
せ
て
、
理
性
 

批
判
と
い
う
困
難
な
仕
事
に
向
か
わ
し
め
る
よ
う
に
、
 最
 も
 力
強
く
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
て
日
田
四
 
の
卸
 0
.
 
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
 

る
こ
と
と
、
彼
の
晩
年
の
次
の
書
簡
の
一
節
と
を
比
較
 対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
容
易
に
了
解
さ
れ
得
る
で
 あ
ろ
う
。
「
私
が
出
発
 

し
た
点
は
 、
 神
の
存
在
や
不
死
な
ど
で
は
な
く
て
、
 

純
 粋
 理
性
の
二
律
背
反
で
す
。
…
…
こ
の
二
律
背
反
が
私
を
 は
じ
め
て
独
断
の
ま
 ど
 

ろ
み
か
ら
目
覚
ま
せ
て
、
一
見
理
性
が
自
己
矛
盾
す
る
 と
い
う
 誹
 訪
を
取
り
除
く
た
め
に
、
理
性
そ
の
も
の
の
 批
 判
 へ
と
駆
り
立
て
た
の
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カントの自由 言 

義
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 

で
は
、
か
か
る
意
義
を
有
す
る
第
二
三
津
背
反
と
は
、
 
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
周
知
の
よ
う
 に
 、
相
互
に
矛
盾
 せ
 

る
、
 次
の
一
対
の
命
題
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
た
。
 

定
立
自
然
の
法
則
に
従
う
因
果
性
安
目
 の
 
㏄
）
 
田
 
（
 
ぴ
 （
 日
 巨
守
 お
 寓
目
口
 の
 Ⅰ
 了
苦
 ～
は
、
世
界
の
現
象
が
こ
と
 ご
と
く
そ
れ
か
ら
 導
 

ム
田
 

出
さ
れ
得
る
唯
一
の
因
果
性
で
は
な
い
。
現
象
の
説
明
 

に
は
、
な
お
自
由
に
よ
る
因
果
性
本
筈
在
日
 
弾
宙
ロ
お
プ
 Ⅰ
（
の
ぎ
の
 

田
 
（
 を
 

想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

反
 定
律
自
由
は
存
在
せ
ず
世
界
に
お
け
る
一
切
は
 
、
単
 

 
 

こ
の
 一
 
1
 
定
立
」
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
お
よ
そ
次
の
よ
 -
 
っ
な
 証
明
を
与
え
て
い
る
。
も
し
（
反
定
立
に
お
け
る
よ
 う
 に
）
自
然
法
則
に
 
57 (503 Ⅰ 

反
論
は
 、
 単
に
「
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
」
論
に
お
 

い
 

 
 

 
 

到
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
役
立
つ
に
す
ぎ
な
い
」
 
（
 口
 ・
 ひ
 の
の
戸
ロ
 
ヨ
 ：
 せ
笹
 ・
 づ
 ・
の
 綿
，
 ）
。
し
た
が
っ
て
自
由
 に
関
す
る
第
三
二
 
律
背
 

 
 

そ
れ
の
み
で
あ
る
。
（
 

i
 
 

5
 ）
 そ
の
意
味
で
、
「
弁
証
論
」
の
体
系
 構
成
、
な
い
し
二
律
背
反
論
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
べ
 き
 課
題
（
自
由
）
 と
い
 

 
 

う
 点
か
ら
見
る
限
り
、
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
論
は
 、
そ
 の
 第
三
二
律
背
反
論
に
よ
っ
て
代
表
せ
し
め
ら
れ
て
い
 る
と
い
え
る
。
し
か
 

も
 、
形
而
上
学
の
本
来
の
目
的
へ
の
到
達
と
い
う
点
か
 ，
 
ら
 見
る
限
り
、
上
述
の
三
つ
の
理
念
の
中
で
も
、
第
三
二
 律
 背
反
に
よ
り
て
解
明
 

さ
れ
る
べ
き
自
由
の
概
念
が
 、
 最
も
重
要
な
役
割
を
担
 ，
 
っ
 の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
彼
は
第
二
版
に
付
加
 し
た
註
に
お
い
て
こ
う
 

舌
口
っ
て
い
る
。
「
形
而
上
学
は
そ
の
探
求
の
本
来
の
目
 
的
に
対
し
て
、
 神
 、
自
由
、
お
よ
び
不
死
と
い
う
三
つ
の
 理
念
の
み
を
有
す
る
。
 

そ
れ
で
第
二
の
概
念
 ハ
 
自
由
  
は
、
第
一
の
概
念
 ハ
 
伸
し
 と
 結
び
つ
い
て
、
必
然
的
結
論
と
し
て
の
第
三
の
概
念
 ハ
不
死
し
へ
と
導
か
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
形
而
上
学
が
こ
れ
以
外
に
従
事
す
る
も
 の
は
、
す
べ
て
形
而
上
学
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
理
念
 と
そ
れ
の
実
在
性
と
に
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
述
の
四
つ
の
二
律
背
反
の
 ，
 
っ
ち
 。
こ
の
宇
宙
論
的
理
念
と
し
て
の
自
由
に
直
接
に
関
 わ
る
背
反
は
、
第
三
の
 

    



従
 う
 因
果
性
以
外
に
何
ら
の
因
果
性
も
な
い
と
仮
定
せ
 

よ
 。
そ
 う
 す
れ
ば
、
す
べ
て
生
起
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
 

規
則
に
従
っ
て
不
可
避
 

的
に
継
起
す
る
先
行
状
態
を
予
想
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

と
 こ

ろ
が
そ
の
先
行
状
態
そ
の
も
の
が
、
ま
た
規
則
に
従
 

っ
て
生
起
し
た
も
の
で
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
一
切
が
 、
 単
に
自
 然
 法
則
に
従
っ
て
生
起
す
る
と
す
れ
ば
、
常
に
「
従
属
 
的
起
始
の
ロ
ヴ
巴
ヰ
の
 

「
コ
ヰ
の
（
 

レ
コ
守
二
幅
」
が
あ
る
の
み
で
、
「
第
一
の
 

起
始
の
ぁ
赦
 
Ⅰ
 レ

コ
 
b
p
 
コ
的
 
」
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
一
般
に
順
次
に
由
 

来
す
る
原
因
の
側
で
の
 

系
列
の
完
全
性
は
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
 

自
然
法
則
と
は
、
十
分
に
先
天
的
に
限
定
さ
れ
た
原
因
（
 

根
拠
）
な
し
に
は
何
も
 

生
起
し
な
い
、
と
い
う
点
に
こ
そ
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
 

す
べ
て
の
因
果
性
は
自
然
法
則
に
従
っ
て
の
み
可
能
で
 

あ
る
と
い
う
命
題
（
 
反
 

定
立
）
は
、
自
己
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
 

「
自
然
法
則
に
従
っ
て
進
行
す
る
現
象
の
系
列
を
自
ら
 

づ
 0
 コ
 お
こ
 降
 始
め
る
 原
 

因
の
絶
対
的
自
発
性
が
、
し
た
が
っ
て
先
験
的
自
由
 

下
 が

コ
 
の
 
い
 
の
コ
年
の
里
 

日
の
 Ⅱ
Ⅱ
の
～
下
の
～
（
」
が
想
起
さ
れ
ね
 

ば
 な
ら
 な
い
」
 

の
証
明
に
よ
っ
て
 
、
 先
の
定
立
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
 

「
自
由
に
よ
る
因
果
性
」
は
、
思
弁
理
性
が
、
自
然
法
則
 

に
 従
っ
て
生
起
す
る
 
現
 

象
の
「
背
進
的
総
合
」
に
際
し
て
、
そ
の
現
象
の
系
列
 

の
 「
第
一
 
起
始
 」
な
い
し
不
可
欠
の
根
拠
と
し
て
要
求
す
 
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
 

る
 「
現
象
の
系
列
を
自
ら
始
め
る
原
因
の
絶
対
的
自
発
 

性
 」
と
し
て
、
「
 
先
 験
的
自
由
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
 
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
 

な
っ
た
。
こ
の
 
先
 験
的
自
由
は
 、
 別
の
箇
所
で
は
、
「
 

 
 

験
的
 概
念
」
、
「
自
由
の
 

（
 
此
 ）
 

先
 験
的
理
念
」
「
宇
宙
論
的
意
味
に
お
け
る
自
由
」
 
）
な
ど
と
も
 
表
 お
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
自
由
の
概
念
 
は
 、
意
志
の
自
由
と
帰
 

責
 の
問
題
 に
 関
連
し
て
、
カ
ン
ト
が
 
前
 批
判
 期
 以
来
 探
 永
 し
て
き
た
概
念
で
あ
り
、
彼
自
身
の
「
新
し
い
㍉
理
性
 

 
 

え
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
先
の
「
反
定
立
し
に
対
し
て
は
、
彼
は
お
 

よ
そ
次
の
よ
う
な
「
証
明
」
を
与
え
て
い
る
。
も
し
（
 

定
 立
 に
お
け
る
よ
う
に
）
 

「
世
界
の
出
来
事
が
そ
れ
に
従
っ
て
生
起
し
得
る
一
種
時
 

別
な
 因
果
性
と
し
て
の
 
先
 験
的
意
味
に
お
け
る
自
由
」
、
 

す
な
わ
ち
「
一
つ
の
 
状
 

焦
る
 、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
状
態
の
結
果
の
系
列
を
 

端
的
に
始
め
る
能
力
」
が
あ
る
と
仮
定
せ
よ
。
そ
 

う
 す
れ
 ば
 、
な
る
ほ
ど
「
力
学
 (504)  58 



難
 論
が
奪
い
去
っ
て
し
ま
う
認
識
の
信
頼
性
と
確
実
 睦
 を
こ
そ
 目
 ざ
す
も
の
で
あ
る
そ
れ
 
は
、
 彼
が
二
律
背
反
論
を
 、
 

 
 

 
 

思
弁
理
 睦
め
 
「
弁
証
的
戦
場
・
 
一
 と
も
「
試
合
 場
 ，
 
一
 と
も
 揃
 え
る
 ?
 
畠
 -
 仲
恭
 ）
の
に
対
し
て
、
 自
 ち
を
、
こ
の
 試
 ム
ロ
の
「
公
平
な
審
判
者
 
一
 5
 

「
単
な
る
誤
解
」
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
、
 

そ
 し
て
こ
の
誤
解
が
解
か
れ
た
後
に
は
、
両
者
の
「
 騎
漫
 な
 要
求
・
 一
 は
と
り
下
げ
ら
れ
 

 
 

目
 

る
の
で
は
な
い
か
と
熟
慮
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
 法
は
 
「
懐
疑
的
」
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
「
 
懐
疑
論
」
で
は
な
く
て
、
 

壊
 

 
 

 
 

的
 第
一
 起
始
一
 は
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
こ
の
 起
始
 自
身
は
先
行
状
態
と
何
ら
の
因
果
関
係
を
も
も
た
な
い
こ
 と
に
な
る
。
そ
れ
放
、
 

先
 験
的
自
由
の
想
定
（
定
立
）
は
「
因
果
律
 木
 p
u
 
終
緬
の
 の
の
（
 

ぃ
 」
に
反
し
、
経
験
の
統
一
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
。
 自
由
と
は
「
空
し
い
 思
 

惟
物
 」
、
「
幻
影
」
に
す
ぎ
な
い
 
完
叢
 ㍗
 葮
 。
こ
の
証
明
 は
、
 
要
す
る
に
定
立
の
主
張
す
る
「
一
種
特
別
な
因
果
 性
 」
と
し
て
の
 
先
 験
的
 

自
由
は
、
因
果
律
に
反
し
、
し
た
が
っ
て
可
能
的
経
験
 右
 @
 
可
能
に
す
る
か
ら
、
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
 あ
る
。
だ
か
ら
先
の
定
 

立
が
 、
理
性
統
一
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
 こ
 の
 反
定
立
は
、
悟
性
統
一
の
立
場
を
固
執
し
よ
う
と
し
 て
い
る
と
も
い
え
る
。
 

さ
て
如
上
の
証
明
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
 い
 ず
れ
も
相
手
側
を
論
駁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

己
 れ
の
 側
の
正
当
性
を
証
明
 

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
一
種
の
「
 
R
@
 

均
妾
勺
 
ほ
 正
明
」
で
あ
る
。
 

=
 
，
 
。
 
-
0
 

目
 
2
 
 
）
 

だ
が
 ヵ
ン
ト
 は
、
か
か
る
証
明
 法

が
 
「
純
粋
理
性
の
背
 

反
論
 
ナ
コ
 （
 
@
 
（
 
ゴ
の
 
（
山
ガ
」
 
宙
雙
 
め
ご
く
自
然
な
や
り
方
で
 あ
る
と
見
て
い
た
よ
 う
 で
あ
る
。
だ
か
ら
先
の
第
三
二
 律
 背
反
の
み
な
ら
ず
、
 

か
か
る
証
明
の
内
容
も
、
カ
ン
ト
が
は
じ
め
て
考
え
出
 し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
古
来
の
形
而
上
学
に
お
け
 る
 自
由
と
自
然
と
に
 関
 

 
 

す
る
歴
史
的
な
論
争
を
事
実
と
し
て
前
提
 

-
.
-
-
@
 
-
 

巴
 
2
 
 

し
、
 こ
れ
を
 彼

が
は
じ
め
て
上
述
の
よ
う
に
命
題
化
（
概
念
化
）
 し
た
 も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
 

は
 彼
が
 、
 四
つ
の
二
律
背
反
を
表
示
し
た
あ
と
で
、
「
 こ
う
し
た
矛
盾
に
際
し
て
の
理
性
の
関
心
に
つ
い
て
」
と
 い
う
節
に
お
い
て
、
 
定
 

立
と
反
定
立
と
の
立
場
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
純
粋
理
性
の
 独
断
論
」
と
「
単
な
る
 終
終
淋
 」
と
表
わ
し
 
宙
雙
 、
 ま
 
た
 両
者
の
対
立
を
「
 プ
 

 
 

ラ
ト
ン
主
義
と
 
エ
 ピ
ク
ロ
ス
主
義
と
の
対
立
」
 

宙
蘇
 ）
 と
 表
 わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
容
易
に
窺
わ
れ
得
る
 で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
 
カ
 

ン
ト
自
身
は
、
か
か
る
歴
史
的
論
争
（
抗
争
）
を
前
提
と
 す
る
第
三
二
律
背
反
は
１
 1
 他
の
す
べ
て
の
背
反
に
 お
け
る
と
同
様
に
 



 
 

こ
ろ
か
ら
も
、
十
分
配
解
さ
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
。
 

で
は
、
か
か
る
審
判
者
の
立
場
か
ら
、
上
述
の
第
三
二
 律
 背
反
は
い
か
に
し
て
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 カ
 ン
ト
 は
、
こ
の
背
反
 

 
 

を
 含
む
す
べ
て
の
二
律
背
反
の
解
決
に
当
っ
て
こ
 う
言
 っ
て
い
る
。
「
解
答
は
問
題
と
同
一
の
源
泉
か
ら
生
じ
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
し
 

宙
蕪
 ）
と
。
つ
ま
り
解
決
は
、
問
題
（
二
律
背
反
）
の
 因
っ
て
生
ず
る
源
泉
か
ら
結
果
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
彼
は
、
問
題
を
決
し
て
客
体
的
に
で
は
な
く
、
 

問
 題
 が
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
Ⅰ
認
識
の
基
礎
に
関
し
一
 
，
、
 
考
察
す
る
」
 
各
葮
 。
 そ
 

、
、
、
、
、
、
 
-
 
㌍
）
 

し
て
、
こ
の
場
合
に
彼
の
と
る
立
場
は
、
す
で
に
「
感
 位
論
」
お
よ
び
 
一
 
1
 分
析
論
」
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
 
一
 
。
 
先
験
的
観
念
論
」
で
あ
 

る
 。
こ
の
観
念
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
㈹
に
 お
い
て
概
観
し
た
が
、
こ
こ
で
の
論
述
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
 ば
、
コ
 空
間
な
い
し
 時
 

間
 に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
る
一
切
の
も
の
、
し
た
が
っ
て
 わ
れ
わ
れ
に
可
能
な
経
験
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
は
、
現
象
に
 外
 な
ら
な
い
。
換
言
す
 

れ
ば
、
そ
れ
ら
は
延
長
体
な
い
し
変
化
の
系
列
と
し
て
 表
 わ
さ
れ
る
限
り
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
外
に
 、
そ
 れ
 自
体
で
基
礎
づ
け
る
 

れ
た
存
在
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
単
な
る
表
象
に
体
な
ら
 な
い
。
」
）
と
い
う
学
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 見
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
 

れ
の
可
能
的
経
験
の
対
象
は
、
す
べ
て
感
性
的
直
観
の
 形
式
と
し
て
の
時
間
・
空
間
に
「
現
わ
れ
る
し
限
り
の
 物
 
（
現
象
）
で
あ
り
、
 そ
 

の
 限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
確
か
に
「
現
実
的
 ま
 （
 
オ
笘
 。
 こ
 な
も
の
と
し
て
、
単
な
る
「
仮
象
の
。
 
ゴ
 の
ぎ
」
と
は
 区
 別
さ
れ
る
 
台
 き
や
Ⅱ
 0
,
 

下
 0
 鯨
や
ゅ
お
 ・
 
鰯
 ・
）
。
し
か
し
そ
れ
は
、
感
性
に
現
 
わ
 れ
る
限
り
の
も
の
と
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
単
な
 る
 表
象
」
で
は
あ
っ
て
 

も
 
「
物
自
体
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
に
 
与
，
 え
ら
れ
て
い
る
の
は
現
象
で
あ
っ
て
、
物
自
体
で
は
な
い
 の
で
あ
る
。
 

さ
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
宇
宙
論
的
理
念
が
導
出
さ
れ
 る
 際
の
前
述
の
超
 験
的
 原
則
に
は
、
明
ら
か
に
誤
謬
が
 含
 ま
れ
て
い
る
と
い
え
 

る
 。
そ
の
原
則
と
は
、
こ
う
表
わ
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
 っ
た
 。
「
 被
 制
約
者
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
 

そ
 の
す
べ
て
の
制
約
の
全
 

系
列
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
四
宮
の
諸
対
象
は
 、
 わ
れ
わ
れ
に
 被
 制
約
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
 る
 。
し
た
が
っ
て
云
々
 

ハ
 そ
の
す
べ
て
の
制
約
の
全
系
列
が
与
え
ら
れ
て
い
る
 ピ
 毎
鮭
 ）
」
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
第
三
二
律
背
反
の
み
な
 

ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
 

(506) 60 ， 



 
 

対
し
て
一
種
の
統
一
に
対
す
る
方
向
を
指
定
す
る
」
も
 の
と
し
て
、
認
識
の
単
な
る
 

 
 

 
 

 
 

統
制
的
原
理
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 そ
 れ
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
定
立
の
側
が
、
上
述
の
よ
う
な
 弁
 証
的
 操
作
一
仏
 

而
ド
ト
 
よ
っ
て
 、
 

論
っ
て
、
こ
の
背
進
に
先
立
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
 
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
自
由
に
よ
る
因
果
性
」
と
し
 て
の
 先
 験
的
自
由
も
、
理
論
 

 
 

相
 
的
に
は
、
た
だ
そ
れ
へ
の
背
進
が
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
 ら
れ
て
い
る
、
「
単
な
る
理
念
」
に
体
な
ら
な
い
。
 だ
 か
ら
こ
の
自
由
の
理
念
の
み
 
鋤
 

二
律
背
反
も
こ
の
原
則
に
基
づ
 

念
 論
に
よ
っ
て
見
る
限
り
、
 

こ
 

制
約
の
全
系
列
が
与
え
ら
れ
て
 

正
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
 彼
 

と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
 

そ
の
制
約
の
全
系
列
も
与
え
ろ
 

象
で
あ
っ
て
、
物
自
体
で
は
な
 

、
、
、
 

係
に
、
単
に
論
理
的
意
味
に
解
 

、
、
、
 

経
験
的
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
 

る
と
い
え
る
。
 

こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
宇
宙
 

為
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
 

ご
 

も
の
が
与
え
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
 

す
る
。
し
か
し
先
述
の
先
験
的
 い

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
原
則
の
大
前
提
に
す
で
に
 問
題
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
上
述
の
先
験
的
 観
 

の
 大
前
提
に
お
け
る
よ
 う
 に
、
「
 
被
 制
約
者
が
与
え
ら
れ
 て
い
る
」
か
ら
と
い
っ
て
 、
 直
ち
に
「
そ
の
 

い
る
」
と
は
言
い
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
 、
「
 
被
 制
約
者
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
 

制
約
者
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
約
の
系
列
に
お
け
る
 背
 

 
 

よ
り
こ
の
場
合
、
被
制
約
者
が
現
象
で
な
く
物
自
体
で
あ
 る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
 

れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
す
で
に
見
て
き
た
よ
 う
 に
 、
 被
 制
約
者
は
感
性
的
直
観
の
対
象
と
し
て
の
 現
 

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
右
の
大
前
提
に
お
 い
て
は
、
 被
 制
約
者
は
可
能
的
経
験
と
は
無
関
 

さ
れ
て
い
る
に
対
し
て
、
小
前
提
に
お
い
て
は
、
 被
 制
約
 者
は
単
な
る
現
象
に
適
用
さ
れ
た
悟
性
概
念
の
 

。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
「
媒
概
念
 二
 義
の
誤
謬
の
。
で
 
ま
 の
ヨ
 
の
 由
的
仁
 
～
㏄
の
Ⅰ
 
お
 （
 
i
0
 
ヰ
あ
 」
）
が
存
す
 

論
 的
理
性
推
論
に
お
け
る
「
弁
証
的
 欺
摘
 L
 を
発
見
し
 た
の
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
 欺
満
は
作
 

く
 普
通
の
理
性
が
陥
る
「
自
然
的
錯
覚
・
一
で
あ
る
。
こ
れ
 
は
 、
普
通
の
理
性
が
自
分
に
何
か
 被
 制
約
的
な
 

に
そ
の
制
約
の
全
系
列
を
「
い
わ
ば
調
べ
も
せ
ず
に
 目
コ
 
ヴ
 の
の
の
 

ゴ
 の
 コ
 前
提
す
る
」
年
銭
）
と
こ
ろ
に
起
因
 

観
念
論
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
制
約
の
系
列
は
「
背
進
 的
 総
合
」
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
 



言
い
換
え
れ
ば
。
彼
の
い
わ
ゆ
る
 
一
 
1
 先
験
肘
 す
り
替
え
 宙
 ド
コ
の
 
げ
 の
 コ
 Ⅰ
。
 
二
 つ
目
の
の
 
申
 す
目
の
ち
 

ゴ
 0
 コ
 」
ハ
時
四
 

%
 ）
に
よ
っ
て
 

こ
の
理
念
に
客
観
的
 

実
在
性
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
上
の
「
問
題
 の
 源
泉
」
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
一
 
・
自
由
の
 因
果
性
」
は
、
純
粋
 理
 

性
の
単
な
る
理
念
と
し
て
、
認
識
の
単
な
る
統
制
的
 
原
 理
 と
し
て
し
か
使
用
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
、
定
立
の
側
 が
 率
直
に
認
め
る
な
ら
 

ば
 、
反
定
立
の
主
張
す
る
自
然
の
因
果
律
と
の
間
に
も
、
 何
ら
の
矛
盾
も
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
反
定
立
 は
 、
悟
性
統
一
の
立
場
 

う
 
4
4
 

2
 ）
 

に
 踏
み
止
ま
ろ
 う
 と
す
る
も
の
と
し
て
、
感
性
界
に
関
 す
る
限
り
そ
の
妥
当
性
が
十
分
認
め
ら
れ
得
る
と
し
て
も
 、
そ
れ
が
感
性
的
直
観
 

0
 対
象
を
越
え
る
も
の
（
 先
 験
的
自
由
）
に
つ
い
て
ま
で
 、
あ
え
て
否
定
的
断
定
を
下
そ
う
と
す
る
の
は
、
や
は
 り
 
一
種
の
弁
証
的
主
張
 

に
体
な
ら
な
い
。
「
単
な
る
経
験
論
」
の
立
場
に
立
っ
 反
 定
立
が
、
「
直
観
的
認
識
の
領
域
を
越
え
出
る
も
の
を
 大
胆
に
否
定
す
る
な
ら
 

ば
 、
彼
自
身
が
不
遜
と
い
う
誤
謬
に
陥
る
」
 宙
悼
 ）
 こ
 と
に
な
る
。
し
て
み
れ
ば
、
自
由
と
自
然
に
関
す
る
第
一
一
 

三
津
背
反
は
 、
 

 
 

の
 背
反
と
同
様
に
決
し
て
必
然
的
根
拠
に
基
づ
く
も
 の
で
は
な
く
て
、
人
間
理
性
の
単
に
弁
証
的
な
「
仮
象
 の
 抗
争
 
毛
田
浅
阻
 （
の
 
目
 

0
 円
 
コ
お
 の
の
 
ゴ
 の
山
口
の
」
 

宙
鰯
 、
「
見
か
け
の
二
律
背
反
」
（
 

に
体
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
第
三
二
律
背
反
は
解
決
さ
れ
た
。
そ
う
だ
と
 す
れ
ば
、
か
か
る
「
解
決
の
鍵
」
 

宙
斐
 ）
は
 、
ヵ
 ン
ト
 自
 身
 が
明
言
し
て
い
る
 

よ
う
に
、
確
か
に
「
先
験
的
観
念
論
」
で
あ
っ
た
と
い
 -
 
え
る
。
だ
が
こ
の
観
念
論
は
、
可
能
的
経
験
の
対
象
が
 、
 わ
れ
わ
れ
の
直
観
形
式
 

と
し
て
の
時
間
・
空
間
に
現
わ
れ
る
限
り
の
 物
 と
し
て
 の
 現
象
で
あ
っ
て
、
物
自
体
で
は
な
い
と
い
う
説
で
あ
る
 点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
 

現
象
の
、
あ
る
い
は
そ
の
制
約
と
し
て
の
時
間
・
空
間
 

 
 

ト
の
 洞
察
が
、
か
か
る
 

解
決
へ
の
 
鍵
 と
な
っ
た
と
も
言
い
得
る
。
そ
し
て
ま
た
、
 

こ
の
洞
察
に
基
づ
い
て
現
象
と
物
自
体
と
が
峻
別
さ
れ
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
ニ
津
 

背
反
の
解
決
が
遂
行
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
 現
象
と
物
自
体
と
の
「
批
判
的
区
別
」
（
 
い
 お
Ⅹ
 づ
 （
（
Ⅰ
）
 

、
 

し
た
が
っ
て
 
範
 時
と
 

 
 

理
念
（
構
成
的
原
理
と
統
制
的
原
理
）
、
感
性
界
 と
 回
想
 界
 と
の
区
別
、
な
い
し
そ
う
し
た
「
二
重
の
見
地
」
（
 ㏄
 ポ
 （
Ⅹ
下
臣
 
ヨ
 ・
）
 
1
1
 
｜
こ
 

そ
 、
か
か
る
解
決
の
鍵
で
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
 う
 。
マ
ル
チ
ン
も
、
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
 第
三
二
律
背
反
の
 、
し
 

(508) 62 



 
 

 
  

 

 
 の自 

と         
  
ネ尋 

る 

て 509) 

の
で
あ
る
㌧
～
 0
 鯨
的
 ・
ゆ
切
の
・
 

せ
的
デ
之
 
Ⅱ
臼
の
 
0
 ㏄
。
い
の
Ⅰ
 

つ
 ）
。
そ
の
意
味
で
は
、
パ
ウ
ル
ゼ
ン
の
語
を
借
り
て
い
え
 ・
 
ば
 

、
第
一
・
第
二
の
二
 

（
 
お
 ）
 

詩
 

律
背
反
が
 コ
 の
 0
 占
の
う
の
形
式
で
解
決
さ
れ
た
に
 

対
 し
て
、
第
三
二
律
背
反
は
、
第
四
の
そ
れ
と
と
も
に
、
 の
 て
 痒
の
形
式
で
解
決
さ
れ
た
 

由
 

た
が
っ
て
自
由
問
題
の
、
解
決
が
可
能
に
さ
れ
た
と
い
，
 

つ
 点
を
強
調
し
て
こ
う
云
っ
て
い
る
。
「
自
由
の
二
往
昔
 反
は
 、
現
象
と
物
自
体
 

@
6
 

り
乙
 

）
 

と
の
区
別
が
根
底
に
お
か
れ
る
場
合
に
の
み
解
決
さ
れ
 得
る
。
」
「
現
象
と
物
自
体
と
の
区
別
は
、
純
粋
理
性
批
判
 

に
お
い
て
自
由
の
問
題
 

（
 
り
句
 

）
 

の
 解
決
を
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
。
…
・
・
・
」
と
。
 

し
か
し
、
現
象
な
い
し
 時
 
・
空
の
先
験
的
観
念
性
も
 
、
現
 象
 と
物
自
体
と
の
区
別
も
、
結
局
は
先
験
的
観
念
論
に
 帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
 

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
第
三
二
律
背
反
が
先
験
的
 観
 念
 論
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
何
ら
変
わ
り
は
 な
い
。
そ
し
て
そ
の
点
 

は
、
 他
の
す
べ
て
の
背
反
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
云
い
 得
 る
 。
も
っ
と
も
、
第
一
・
第
二
の
背
反
に
お
い
て
は
、
 そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
 

い
る
理
念
が
、
も
と
も
と
現
象
の
「
合
成
」
「
分
割
」
に
 関
す
る
数
学
的
理
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
同
種
的
 」
な
も
の
の
総
合
に
関
 

わ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
総
合
は
有
限
的
と
も
無
限
 

的
と
も
舌
ロ
 い
 得
ず
、
た
だ
 一
 
1
 
不
定
的
」
と
し
か
言
い
得
な
 い
と
い
う
理
由
で
 

定
立
・
反
定
立
と
も
に
「
虚
偽
の
」
命
題
と
し
て
排
除
 

 
 

て
こ
の
第
一
二
二
律
背
反
 

は
 、
第
四
の
そ
れ
と
と
も
に
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
 
理
 念
が
 、
現
象
の
「
生
起
」
「
現
存
在
の
依
存
性
」
に
関
す
 る
 力
学
的
理
念
で
あ
る
 

限
り
、
「
異
種
的
な
も
の
の
総
合
を
も
含
み
」
得
る
と
 い
 う
 見
地
か
ら
、
定
立
は
理
性
に
、
反
定
立
は
悟
性
に
満
 足
を
与
え
得
る
も
の
と
 

し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
定
立
は
可
想
界
（
物
自
体
）
に
 、
反
定
立
は
感
性
界
（
現
象
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
領
域
を
 異
に
し
て
妥
当
し
得
る
 

 
 

と
見
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
に
「
訂
正
さ
れ
た
 意
味
」
で
は
、
 
両
 命
題
と
も
「
 真
 」
で
あ
り
得
る
、
と
い
 う
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
 



因
ぎ
 （
の
 
ヨ
哩
ヴ
 ）
の
 
目
程
臼
の
 」
と
呼
び
、
こ
れ
と
自
然
 現
象
と
の
 閲
辿
は
 
つ
い
て
こ
う
 拙
 い
て
い
る
。
「
が
か
る
 

 
 

も
っ
ぱ
ら
主
張
さ
れ
た
自
然
法
則
に
従
う
因
果
性
（
 自
 然
 必
然
性
）
と
の
関
連
に
お
い
て
、
一
体
い
か
な
る
も
の
 と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
 

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
、
「
世
界
の
出
 来
 事
を
そ
の
原
因
か
ら
 連
 出
す
る
こ
と
の
総
体
性
に
関
 す
る
宇
宙
論
的
理
念
の
 

解
決
」
と
い
う
節
に
お
い
て
詳
論
し
て
い
る
。
そ
れ
に
 よ
れ
ば
、
「
感
性
界
に
お
け
る
す
べ
て
の
出
来
事
が
 、
不
 易
の
自
然
法
則
に
従
っ
 

て
汎
 通
 約
 関
連
を
な
す
」
こ
と
は
、
す
で
に
「
 
先
 験
的
 分
 析
 論
の
原
則
」
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
破
壊
 
さ
れ
得
な
い
 
宙
鏑
 ）
。
 

し
た
が
っ
て
感
性
界
（
現
象
）
に
関
す
る
限
り
、
反
定
 立
 が
正
当
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
こ
で
 注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
 

か
っ
た
の
は
、
先
験
的
実
在
論
考
た
ち
の
よ
う
に
、
 

も
 し
 人
び
と
が
「
現
象
の
絶
対
的
実
在
性
」
に
固
執
し
ょ
う
 と
す
る
な
ら
ば
、
「
 す
 

べ
て
の
自
由
を
必
然
的
に
倒
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
 ろ
う
。
」
（
 虹
蕪
 ）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
 、
か
か
る
先
験
的
実
在
 

（
㏄
）
 

論
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
現
象
と
物
自
体
と
の
上
述
の
 区
別
が
失
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
自
由
の
可
能
性
が
、
ま
っ
 た
く
奪
わ
れ
る
こ
と
に
 

な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
現
象
が
物
自
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
 

自
由
は
救
わ
れ
得
な
い
。
」
（
 
ゆ
器
 ）
と
い
う
彼
の
有
名
な
 
命
題
も
、
直
接
に
は
か
 

か
る
先
験
的
実
在
論
者
た
ち
へ
の
 坦
星
ロ
 
と
し
て
発
せ
ら
 れ
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
先
験
的
観
念
論
に
お
け
る
よ
，
 

っ
に
 、
現
象
が
物
自
体
と
し
て
で
は
な
く
、
感
性
的
直
観
 の
 単
な
る
表
象
と
見
 

な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
現
象
自
身
は
、
現
象
で
は
な
い
 
根
 拠
 を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
 
宙
穏
 ）
こ
と
に
な
る
。
 
そ
 ぅ
 で
な
け
れ
ば
、
「
 現
 

象
 す
る
も
の
が
な
く
て
、
現
象
が
あ
る
と
い
う
不
合
理
 な
 命
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
（
 
い
ポ
ポ
ミ
ア
 ）
 が
 ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
 彼
 

 
 

は
 、
こ
の
、
そ
れ
自
身
現
象
で
は
な
く
て
、
し
か
も
 現
 象
の
根
拠
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
も
の
を
、
自
然
の
原
因
と
 区
別
し
て
「
回
想
 的
克
 

 
 

 
 

で
は
か
か
る
解
決
に
際
し
て
、
定
立
に
お
い
て
主
張
さ
 れ
た
「
自
由
に
よ
る
因
果
性
」
、
す
な
わ
ち
 先
 験
的
自
由
 は
 、
反
定
立
の
僻
で
㈹
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そ
の
因
果
性
に
関
し
て
現
象
に
よ
っ
て
は
限
定
さ
れ
な
い
 。
も
っ
と
も
そ
の
結
果
は
現
象
 し
 、
し
た
が
っ
て
他
の
 現
象
に
よ
っ
て
限
定
さ
 

れ
 得
る
け
れ
ど
も
。
そ
れ
 放
 こ
の
回
想
的
原
因
は
 、
そ
 の
 因
果
性
と
と
も
に
 ハ
 
自
然
因
果
の
 ロ
 系
列
の
外
に
曲
目
の
の
 

簗
 あ
る
。
こ
れ
に
反
し
 

て
そ
の
結
果
は
、
「
経
験
的
制
約
の
系
列
に
お
い
て
見
出
 さ
れ
る
。
」
と
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
 
先
 験
 的
自
由
と
自
然
必
然
 

性
 と
は
、
明
ら
か
に
物
自
体
と
し
て
の
「
回
想
 的
 原
因
し
 と
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
現
象
」
と
の
関
係
に
お
い
て
 捉
え
ら
れ
、
前
者
は
経
 

験
 的
制
約
の
系
列
の
外
に
、
後
者
は
そ
の
制
約
の
系
列
 の
 内
に
の
み
求
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
今
の
引
用
文
に
 続
い
て
こ
う
い
わ
れ
て
 

い
る
。
「
そ
れ
故
、
結
果
は
そ
の
回
想
的
原
因
に
関
し
て
 
は
 自
由
オ
ニ
 
と
 見
な
さ
れ
得
る
が
、
し
か
も
同
時
に
現
 家
 に
関
し
て
は
、
自
然
 

の
 必
然
性
に
従
う
そ
れ
 
ハ
 現
象
し
か
ら
の
帰
結
 と
 見
な
さ
 れ
 得
る
。
」
（
 
酪
 ㌍
）
と
。
し
て
み
れ
ば
、
同
一
の
結
果
   

因
 と
し
て
の
自
由
と
こ
の
自
由
の
結
果
と
し
て
の
現
象
 （
自
然
）
と
い
う
二
重
の
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
、
両
者
が
 い
わ
ば
根
拠
と
帰
結
 と
 

の
 論
理
的
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

し
か
し
、
回
想
 的
 原
因
と
現
象
と
の
区
別
は
、
こ
の
よ
，
 
っ
に
 「
一
般
的
に
…
…
述
べ
ら
れ
る
と
非
常
に
細
密
で
 鍍
 昧
に
 思
わ
れ
る
に
 相
 

違
 な
い
」
と
の
配
慮
か
ら
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
、
さ
ら
 

 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
 

具
体
的
に
示
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
ま
ず
、
「
私
は
感
官
 0
 対
象
に
お
い
て
そ
れ
自
身
現
象
で
は
な
い
も
の
を
、
 回
想
的
と
い
う
。
」
と
 
前
 

置
き
し
た
あ
と
、
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
感
性
界
 に
お
い
て
現
象
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
、
そ
れ
 自
身
ま
た
感
性
的
直
観
 

 
 

0
 対
象
で
は
な
い
能
力
を
有
し
、
し
か
も
こ
の
能
力
に
よ
 っ
て
諸
現
象
の
原
因
た
り
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
存
在
 者
の
因
果
性
は
二
つ
の
 

 
 

論
 
㍼
訃
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
物
自
体
と
し
て
の
そ
れ
 Ⅰ
因
果
性
 
u
 の
働
き
 
日
 コ
ロ
ぎ
品
に
関
し
て
は
回
想
 的
と
、
ま
た
感
性
界
に
お
け
 

 
 

@
 
て
は
 鱒
卜
 か
と
見
な
さ
れ
得
る
。
」
（
無
雑
）
と
。
だ
か
 
ら
こ
こ
で
は
、
行
為
す
る
 主
 

 
 

休
め
 「
能
力
」
に
着
眼
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
る
同
一
 0
 行
為
に
関
し
て
、
「
物
自
体
と
し
て
の
因
果
性
の
働
き
 
」
と
「
そ
れ
の
結
果
」
と
し
 

 
 

て
の
現
象
的
行
為
と
が
区
別
さ
れ
、
両
者
に
つ
い
て
、
 そ
 れ
ぞ
れ
回
想
的
と
感
性
的
と
い
う
「
二
種
の
因
果
性
」
（
 

が
 認
め
ら
れ
て
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い
る
と
い
え
る
。
で
は
こ
の
「
物
自
体
と
し
て
の
因
果
 性
の
働
き
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
 ト
は
 一
分
析
論
・
一
に
お
 

い
て
、
周
知
の
範
 時
 表
を
導
出
し
た
後
、
「
純
粋
悟
性
の
 真
 の
基
幹
概
念
と
し
て
の
 鞄
時
 は
、
ま
た
同
時
に
純
粋
 な
 派
生
概
念
を
も
っ
」
 

と
 見
て
、
こ
の
派
生
概
念
を
一
・
震
位
詰
」
に
対
し
て
「
 
準
 賓
 位
詰
」
と
名
づ
げ
た
 性
 、
「
因
果
性
の
範
時
に
は
 カ
 
本
 r
a
f
 

（
 
、
 働
き
出
リ
コ
 
宙
｜
 

ぎ
コ
 
ぬ
 、
受
動
 ド
 の
日
の
 
コ
 と
い
う
革
質
位
詰
 を
 

さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
）
。
ま
た
同
じ
「
 分 抗
論
」
の
経
験
の
 
一
 
・
 
第
 

二
の
類
推
」
と
い
う
節
に
お
い
て
は
、
「
因
果
性
の
法
則
 に
 従
 う
 継
起
の
原
則
」
を
証
明
す
る
に
際
し
て
、
「
こ
の
 因
果
性
は
働
き
の
概
念
 

へ
 導
く
、
こ
の
働
き
は
力
の
概
念
へ
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
 て
 実
体
ハ
主
体
り
の
概
念
へ
導
く
。
…
…
働
き
と
は
す
 で
に
因
果
性
の
主
体
の
 

結
果
に
対
す
る
関
係
を
意
味
す
る
。
 

に
 従
え
ば
、
働
き
は
常
に
現
象
の
あ
ら
ゆ
る
変
易
の
第
一
 根
拠
の
宙
 宮
 （
 G
 き
コ
隼
 

で
あ
る
。
」
）
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
 
故
 こ
 う
し
 た
 説
明
に
よ
っ
て
見
る
限
り
、
「
物
自
体
と
し
て
の
因
果
 性
の
働
き
」
と
は
、
①
 

力
 や
受
動
の
概
念
と
と
も
に
、
因
果
性
の
範
晴
か
ら
の
 純
粋
派
生
概
念
で
あ
り
、
②
そ
れ
自
身
活
動
性
と
力
の
  
 

て
 、
因
果
性
の
主
体
を
予
想
し
、
③
こ
の
主
体
の
結
果
に
 対
す
る
関
係
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
 理
 

 
 

で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
「
働
き
」
 は
 、
 締
咄
的
 意
味
の
行
為
と
は
峻
別
さ
れ
た
、
「
生
駒
 
曲
意
味
に
お
け
る
 行
鵜
 
」
（
 

3
 

で
あ
る
と
も
言
い
得
よ
う
。
 

し
て
み
れ
ば
、
 ヵ
ン
ト
 が
行
為
す
る
主
体
の
か
か
る
 働
 き
 
（
 
先
 験
的
意
味
に
お
け
る
 行
孔
 ）
 と
 拙
家
的
行
為
と
に
 関
し
て
、
上
述
の
可
 

想
 的
と
感
性
的
と
い
う
二
種
の
因
果
性
を
認
め
よ
う
と
 し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
 、
こ
 こ
で
「
す
べ
て
作
用
す
 

る
ハ
 働
く
し
原
図
は
性
格
の
甘
 a
r
a
k
 

（
の
（
を
、
す
な
わ
 

ち
 そ
の
因
果
性
の
法
 を
も
た
ね
ば
な
ら
亡
い
。
」
（
 

枇
 2
 ）
 

）
と
見
て
 、
 上
の
二
種
 

 
 

 
 

の
 因
果
性
に
応
じ
て
、
行
為
す
る
主
体
に
は
「
経
験
的
性
 格
 」
と
「
回
想
 的
 性
格
」
と
い
う
二
重
性
格
が
帰
せ
ら
 れ
 得
る
と
考
え
る
。
 そ
 

れ
 散
光
験
的
自
由
と
自
然
必
然
性
と
の
関
係
は
、
こ
こ
 で
は
回
想
 的
 性
格
と
 旺
駄
的
仕
 出
と
 臼
曲
係
 と
し
で
捉
え
 ら
れ
、
し
た
が
っ
て
 こ
 

の
 両
性
格
が
 、
 「
カ
ン
ト
の
自
由
 詫
 に
と
っ
て
品
も
重
要
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カントの自由論 

ガ
ン
ト
に
よ
れ
ば
。
行
為
す
る
主
体
は
、
上
述
の
よ
う
 に
珪
 性
的
で
あ
る
と
同
時
に
可
 忠
的
 能
力
を
も
 具
 ら
を
の
も
 
の
と
し
て
、
無
駄
的
 

性
格
と
回
想
 的
 性
格
と
を
併
せ
有
し
て
い
る
。
前
者
は
 
Ⅰ
 現
攻
 に
お
け
る
物
の
性
格
」
、
 推
 者
は
「
物
自
体
の
性
 格
 」
と
も
呼
ば
れ
得
る
 

（
弱
む
。
そ
れ
敏
行
為
す
る
主
体
は
、
そ
の
経
験
的
性
格
 か
ら
い
え
ば
、
現
象
と
し
て
自
明
の
因
果
 律
 に
従
属
し
 、
そ
 

「
感
性
界
の
一
部
」
に
体
な
ら
低
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
 可
 想
的
 性
格
か
ら
が
え
ば
、
こ
の
同
じ
主
体
は
、
「
感
性
 C
 あ
ら
ゆ
る
 ¥
,
 

。
Ⅱ
・
Ⅰ
や
浦
項
 

家
 に
よ
る
限
定
か
ら
解
放
さ
れ
て
（
 オ
 臼
も
お
り
 
ゴ
 の
 コ
 ）
 い
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
Ⅰ
。
そ
し
て
 可
想
的
 性
格
 と
し
て
の
「
・
こ
の
玉
体
 

に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
 回
 想
 体
之
 0
 口
ヨ
 
臼
ら
コ
 で
あ
る
 限
り
、
何
も
生
起
せ
ず
、
…
…
こ
の
活
動
的
存
在
者
口
と
 し
て
の
人
間
口
は
 、
そ
 

0
 行
為
に
お
い
て
…
…
あ
ら
ゆ
る
自
然
必
然
性
か
ら
独
立
 に
し
て
自
由
 仁
 コ
リ
 
ヴ
ゴ
ぎ
 
お
柄
仁
コ
 宙
 牙
山
で
あ
る
だ
 る
 う
 」
（
㌍
㌍
）
。
こ
の
よ
 

う
 に
い
わ
れ
る
わ
け
は
、
要
す
る
に
「
行
為
す
る
主
体
は
 
'
 
-
 

て
 

 
 

と
い
う
点
に
存
す
る
。
何
故
な
ら
、
時
間
は
た
だ
現
象
 の
 制
約
に
す
ぎ
ず
、
物
自
体
の
制
約
で
は
な
い
か
ら
で
あ
 る
 
（
 ゆ
穏
 
一
）
。
 

し
か
し
回
想
的
性
格
は
、
上
述
の
よ
う
に
行
為
す
る
 主
 

 
 

 
 

 
 

独
立
に
し
て
自
由
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
ま
だ
こ
れ
を
 
十
分
に
規
定
す
る
こ
と
 

に
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
独
立
性
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
に
 お
い
て
の
み
回
想
 的
 因
果
性
が
可
能
に
な
る
条
件
と
し
 て
 、
回
思
 的
 性
格
の
可
 

館
性
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
い
え
る
（
 

4
-
3
 
0
 だ
か
ら
 可
 想
的
桂
格
は
 、
か
か
る
独
立
地
を
具
え
て
い
る
こ
と
は
も
 と
よ
り
で
あ
る
が
、
 そ
 

れ
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
「
 無
 制
約
的
因
果
性
」
（
 中
韮
 ）
と
し
て
、
「
一
つ
の
状
態
 キ
 。
白
ら
始
め
る
能
力
」
（
 
薮
 ゅ
 
）
、
「
 
現
 免
を
自
ら
（
 自
 

 
 

 
 

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
 可
 

想
的
 性
格
は
「
自
由
に
よ
る
因
果
性
」
、
「
自
由
か
ら
の
 
因
果
性
」
 完
紺
ご
 、
な
い
し
「
自
由
の
囚
男
性
」
（
 ヰ
梶
 ）
と
し
て
の
 先
 験
的
自
切
 
5
 

由
 た
り
得
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
回
思
 的
性
 格
 と
し
て
の
 先
 験
的
自
由
は
、
「
自
然
機
構
 Z
p
 
（
 
仁
 （
日
の
 

り
す
 
の
 コ
 -
 
の
日
 
u
s
 

か
ら
独
立
 

 
 
 
 

に
 、
こ
の
機
構
そ
の
も
の
を
限
定
す
る
能
力
」
（
 ミ
 ・
の
の
 

づ
 
の
 ）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 



さ
て
こ
う
し
た
自
然
因
果
（
自
然
必
然
）
か
ら
の
独
立
性
 、
無
原
因
性
、
超
越
性
と
自
然
因
果
へ
の
自
発
性
、
限
 定
性
は
、
回
想
 的
性
 

 
 

格
 と
し
て
の
 先
 験
的
自
由
の
本
質
的
二
重
構
造
を
示
す
 も
の
と
い
え
る
。
こ
の
構
造
を
表
わ
す
カ
ン
ト
の
命
題
を
 次
に
挙
げ
て
み
よ
う
。
 

 
 

「
活
動
す
る
存
在
者
ハ
回
想
 
的
 性
格
か
ら
見
ら
れ
た
行
為
 す
る
主
体
 口
は
 、
 感
浬
界
 に
お
け
る
そ
の
結
果
を
自
ら
 始
め
る
が
、
そ
の
行
為
 

 
 

は
 彼
自
身
に
お
い
て
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
」
（
 

時
雛
 ご
と
 。
こ
こ
で
は
、
行
為
す
る
主
体
が
感
性
界
に
お
け
る
 紬
 果
 と
し
て
の
現
象
的
行
 

あ
る
も
の
の
み
が
、
時
間
中
の
系
列
を
「
自
ら
始
め
る
 原
因
の
絶
対
的
自
発
性
」
と
し
て
の
 先
 験
的
自
由
た
り
 得
 る
の
で
あ
る
。
し
て
み
 

 
 

れ
ば
、
前
者
、
す
な
わ
ち
自
然
因
果
か
ら
の
独
立
性
、
無
 原
因
性
は
、
先
験
的
自
由
の
自
然
因
果
（
な
い
し
感
性
 、
時
間
、
現
 曳
 、
経
験
 

 
 

的
 制
約
）
か
ら
の
超
越
性
を
意
味
す
る
に
対
し
て
、
 

後
 者
、
す
な
わ
ち
「
現
象
を
自
ら
（
自
発
的
に
）
始
め
る
 能
 力
 」
、
「
自
然
 粕
枇
 そ
の
 

 
 

も
の
を
限
定
す
る
能
力
」
 
ほ
 、
先
験
的
自
由
の
自
然
 因
 果
へ
の
自
発
性
、
限
定
性
を
意
味
す
る
と
も
舌
ロ
 

い
 
得
よ
う
  
 

（
 
田
 ）
 

さ
 い
 お
ガ
 の
～
（
」
で
あ
る
と
も
言
い
得
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
 
よ
う
に
、
時
間
的
に
は
、
し
た
が
っ
て
自
然
因
果
の
系
列
 に
お
い
て
は
 短
只
囚
で
 

ぱ
 、
一
一
つ
の
状
態
を
自
ら
始
め
る
能
力
」
、
「
自
然
機
構
 
そ
の
も
の
を
限
定
す
る
能
力
」
は
、
そ
れ
の
積
極
的
意
味
 で
あ
る
と
い
え
る
。
 
そ
 

の
 意
味
で
は
、
 ブ
 イ
ッ
シ
ャ
ー
が
 、
 次
の
よ
う
に
解
し
て
 い
る
の
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
「
自
由
は
無
制
約
的
因
果
性
 と
し
て
、
す
な
わ
ち
 現
 

象
 し
な
い
一
つ
の
原
因
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
 出
 来
 事
の
 系
 外
に
お
い
て
は
見
出
さ
れ
得
ず
、
出
来
事
の
 一
 系
列
を
端
的
に
白
 己
か
 

ら
 、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
自
ら
始
め
る
能
力
を
そ
の
 木
 質
 と
す
る
一
つ
の
原
因
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。
創
始
Ⅰ
 三
 （
 ぎ
 （
才
の
あ
る
い
は
根
源
 

的
 働
き
ハ
行
為
 ロ
 の
こ
の
能
力
を
、
カ
ン
ト
は
㍉
 先 験
的
 自
由
 L
 と
言
い
表
わ
す
。
消
極
的
に
表
れ
せ
ば
、
こ
の
 能
 力
 は
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
 

制
約
か
ら
独
立
で
あ
り
、
積
極
的
に
表
れ
せ
ば
、
そ
れ
 は
 出
来
事
の
系
列
の
前
提
の
な
い
 起
姶
 で
あ
り
、
根
源
的
 

  

そ
れ
放
光
験
的
自
由
の
消
極
的
意
味
は
、
そ
れ
が
「
 原
 因
の
因
果
性
を
限
定
す
る
、
他
の
 い
 か
な
る
根
拠
を
も
 要
し
な
い
。
 二
 （
㌧
 

q
0
 

汀
的
 

ゅ
詔
 ・
）
 
、
 言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
以
外
に
自
己
の
根
拠
（
 原
因
）
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
一
種
の
 
「
 無
 原
因
性
 己
 （
の
 
ぢ
り
オ
｜
 

 
 

(514) 

し
た
が
っ
て
先
の
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
原
因
か
ら
の
独
立
性
 」
が
、
回
思
 的
 性
格
と
し
て
の
 先
 験
的
自
由
の
消
極
的
 意
味
で
あ
る
と
す
れ
 
8
 

  

 
 



カント 

せ
ら
れ
（
帰
責
さ
れ
）
得
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
 い
る
。
こ
の
「
帰
責
」
は
、
行
為
す
る
主
体
の
回
想
的
性
 格
 、
す
な
わ
ち
 先
 験
的
 

 
 

（
 
仮
 ）
 

自
由
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
 る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

為
 る
 「
自
ら
始
め
る
 づ
 0
 コ
の
田
笘
リ
コ
 

（
 
り
展
ユ
 
こ
と
と
 
、
そ
の
「
行
為
が
彼
自
身
に
お
い
て
始
ま
る
 
ぎ
ぎ
日
 の
 
出
す
の
 

ヰ
リ
 
コ
ヰ
㏄
目
的
 

0
 
コ
」
 

こ
と
と
が
峻
別
さ
れ
、
（
 

8
 
i
 

）
 
前
者
は
肯
定
さ
れ
な
が
ら
、
後
者
 
は
 否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
、
前
者
は
可
 

想
的
 性
格
の
積
極
的
側
面
と
 

し
て
の
、
上
述
の
自
然
因
果
へ
の
自
発
性
、
限
定
性
を
意
 

抹
 す
る
に
対
し
て
、
後
者
は
か
か
る
積
極
面
は
も
と
よ
 

り
 、
そ
の
消
極
面
と
し
 

 
 

て
の
、
自
然
因
果
か
ら
の
独
立
性
、
超
越
性
を
も
意
味
し
 

な
い
と
い
う
の
は
、
後
者
の
よ
う
に
、
現
象
的
行
 為
が
 「
彼
自
身
に
お
い
 

舌
 始
ま
る
」
と
す
れ
ば
、
彼
自
身
が
そ
の
行
為
と
同
じ
現
 

象
 継
起
の
系
列
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
と
い
 ぅ
 点
に
存
す
る
。
回
想
 

的
 主
体
、
「
可
想
界
に
お
い
て
は
何
も
生
起
せ
ず
、
ま
た
 

変
化
し
な
い
。
そ
こ
で
は
、
因
果
連
結
の
規
則
は
脱
落
 

す
る
」
。
そ
れ
に
も
 

拘
わ
 

ら
ず
、
こ
の
主
体
は
、
そ
れ
自
身
「
知
性
的
」
（
 

時
探
 ）
 「
回
思
縮
約
辞
泉
 

性
 」
（
 
ゆ
鰍
 
）
と
し
て
、
自
然
因
果
へ
の
 
自
発
性
、
限
定
性
を
有
 

し
 、
蕗
 佳
界
 に
お
け
る
そ
の
結
果
（
現
象
的
行
為
）
を
 

自
ら
始
め
る
。
こ
こ
に
、
回
想
 
的
 性
格
と
し
て
の
 
先
 験
的
 自
由
の
二
重
構
造
が
 
、
 

看
取
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

と
は
い
え
、
か
か
る
回
想
 
的
 性
格
と
し
て
の
 
先
 験
的
自
 由
は
、
 「
も
と
よ
り
直
接
に
は
知
ら
れ
得
な
い
。
」
わ
れ
わ
 

れ
の
知
覚
し
得
る
の
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
し
た
が
っ
て
そ
の
限
り
、
回
想
 

的
 性
格
は
か
か
る
 
記
号
低
い
し
図
式
と
し
て
の
現
象
的
行
為
に
従
っ
て
思
惟
 

さ
れ
得
る
は
ず
で
あ
 

 
 

る
 。
そ
れ
 故
 カ
ン
ト
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
回
想
 

的
 性
格
は
経
験
的
性
格
に
即
し
て
 g
e
 
日
 援
の
思
惟
さ
れ
ね
 ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
 

 
 

の
 雄
性
的
図
式
と
し
て
の
行
為
（
の
経
験
的
性
格
）
は
 一
般
に
そ
の
根
拠
と
し
て
 

畦
 
の
回
想
 的
 性
格
に
帰
せ
ら
れ
得
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
 か
か
る
図
式
と
し
て
の
現
象
的
行
為
に
「
即
し
て
」
 

、
そ
の
行
為
者
に
責
任
が
帰
 (515) 



し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
か
か
る
回
想
 的
 性
格
と
し
 て
の
 先
 験
的
自
由
は
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
 汎
通
 的
に
 閲
 辿
す
ろ
 吉
岡
竹
口
 然
秩
 

序
を
破
壊
し
、
あ
る
い
は
中
断
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
 な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
カ
ン
ト
は
こ
う
 舌
口
っ
て
い
る
。
「
一
仏
 

爪
片
 
、
 

結
果
が
現
象
で
あ
る
り
台
に
、
そ
れ
の
原
因
の
因
果
 肚
 

ぼ
 、
も
っ
ぱ
ら
経
験
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
 ぅ
 こ
と
も
必
然
的
で
あ
 

る
か
、
む
し
ろ
現
象
に
お
け
る
す
べ
て
の
結
果
に
は
、
 そ
 の
 原
因
と
の
地
絡
が
経
験
的
因
果
性
の
法
則
に
従
っ
て
 要
求
さ
れ
る
こ
と
は
も
 

と
よ
り
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
の
経
験
的
因
果
性
自
身
が
 、
そ
れ
と
自
然
原
因
と
の
関
連
を
い
さ
さ
か
も
中
断
す
 る
仁
コ
 （
の
～
 

ヴ
 Ⅱ
㏄
 
リ
ブ
 
の
 コ
こ
 

と
な
し
に
、
 
非
 %
 強
的
、
可
 想
 拘
囚
果
性
の
結
果
で
あ
 り
 得
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
、
舌
ロ
 

い
 換
え
 れ
ば
、
現
象
に
関
し
て
 

は
、
 
一
つ
の
原
因
の
根
源
的
な
働
き
の
結
果
で
あ
り
 得 る
と
い
う
こ
と
が
、
む
し
ろ
可
能
で
は
な
い
か
。
」
 

）
と
。
つ
ま
り
こ
こ
で
 

は
 、
た
と
え
成
る
結
果
が
現
象
で
あ
る
と
し
て
も
、
 そ
 の
 原
因
の
因
果
性
は
必
ず
し
も
経
験
的
で
あ
る
必
要
は
な
 く
 、
む
し
ろ
そ
の
現
象
 

に
お
け
る
 経
牡
的
円
果
性
が
 、
普
遍
的
自
然
秩
序
と
の
 田
並
 だ
 全
然
中
断
す
る
こ
と
な
し
に
、
回
想
 的
 
（
知
性
 的
 ）
因
果
性
、
な
い
し
 

二
つ
の
原
因
の
惧
源
内
働
き
」
の
結
果
で
あ
り
得
る
と
 
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 瑚
石
 、
 

根
源
的
働
き
の
、
普
遍
 

約
日
 牡
 秩
序
へ
の
関
係
 は
 、
「
悟
性
体
ハ
回
思
休
 
U
 の
現
 や
け
 一
 
及
ぼ
す
 

由
 -
 
コ
由
 
由
の
の
・
 

一
 （
 巾
 Ⅱ
 
0
 ）
の
 
拍
 ・
 ゆ
 の
の
・
 

-
 せ
幅
 -
 、
 目
ハ
・
 

宙
 ・
円
目
：
ン
ト
・
の
・
円
づ
 

の
 ）
 

 
 

な
い
し
「
知
的
根
拠
の
日
現
生
 に
億
 ぼ
す
し
不
断
の
構
 笘
 」
（
 

Z
q
.
0
 

の
）
の
）
と
見
ら
れ
得
る
。
そ
し
て
こ
の
影
響
に
 

よ
っ
て
、
自
然
因
果
の
 

日
忌
 ロ
コ
リ
ゴ
ヨ
 
互
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
か
。
 

汎
通
的
 円
理
 は
 、
破
壊
さ
れ
る
の
で
も
中
断
さ
れ
る
の
 で
も
な
く
て
、
む
し
ろ
こ
れ
に
対
し
て
一
つ
の
新
た
な
 因
 

  

（
 
2
-
 

4
 

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
付
加
さ
れ
た
系
列
は
 、
す
 で
に
付
加
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
、
自
然
因
果
の
汎
通
 約
 関
連
の
中
に
存
す
る
。
 

し
た
が
っ
て
 
コ
ヘ
ン
 の
語
を
借
り
て
い
え
ば
、
回
想
 的
 因
果
性
に
よ
っ
て
、
自
然
因
果
の
系
列
は
破
壊
も
中
断
 も
さ
れ
る
の
で
は
な
く
 

 
 

て
 、
た
だ
そ
の
「
系
列
が
補
充
（
の
（
 
め
 ぎ
 驚
コ
 ）
さ
れ
 る
 、
し
か
も
一
つ
の
異
種
的
な
決
定
を
付
加
す
る
こ
と
 

e
@
 
コ
の
 ㎎
 -
 
の
 -
 
り
ゴ
ゅ
 
Ⅱ
 コ
 の
の
 

（
Ⅰ
。
 

-
 

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
、
回
想
 的
 因
果
 吐
 の
 現
 宝
へ
の
 

な
い
し
自
然
四
果
の
 汎
 通
 約
 関
連
へ
 
C
 
一
つ
の
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一 

  

  
ヒ ポ   

が
、
 何
ら
矛
盾
な
く
思
惟
さ
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
自
由
 と
 自
然
と
は
、
同
一
の
主
体
の
「
同
一
の
行
為
 1
 
一
に
関
し
 て
 、
こ
れ
を
そ
の
 回
 想
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卍
曲
 
・
イ
出
の
 

@
 
ヨ
の
 。
 0
 円
 
す
 -
N
 Ⅰ
 ヨ
パ
 。
の
 
ヨ
 っ
片
す
の
 

0
-
0
 

内
づ
 
の
 。
 ア
 。
コ
ト
 
目
 
Ⅰ
㏄
で
Ⅰ
 

甘
 コ
 %
 隼
の
 
Ⅱ
 ヌ
曲
コ
 
（
 
打
り
ゴ
 
の
二
 %
 ト
臼
ず
田
 
（
 
お
 二
 %
 コ
 0
 ヨ
は
 ・
望
 年
隼
ざ
コ
ド
 
@
 
「
 弔
 下
臣
 
0
 の
。
 
つ
ゴ
 
の
Ⅱ
 

木
 ㏄
二
方
 目
 ・
 け
 0
 二
戸
Ⅰ
の
 
べ
 0
.
 

の
・
 

い
切
つ
 

）
こ
れ
に
対
し
第
二
の
背
反
は
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
 
理
念
が
「
単
純
な
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
「
思
惟
す
る
自
我
」
 な
い
し
心
の
問
題
 

に
 、
第
四
の
そ
れ
は
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
理
念
が
「
 端
的
に
必
然
的
な
存
在
者
」
で
あ
る
限
り
、
「
最
高
の
世
界
 原
 因
 」
な
い
し
神
の
 

 
 

）
こ
の
第
三
二
律
背
反
は
 
、
 「
プ
ロ
レ
 ゴ
メ
ナ
 」
で
は
こ
う
 表
 わ
さ
れ
て
い
る
。
「
定
立
世
界
に
は
自
由
に
よ
る
原
因
が
あ
る
 
。
反
定
立
自
由
 

は
な
く
、
一
切
は
自
然
で
あ
る
。
」
 

宙
 イ
日
 毬
 ・
の
・
 

ロ
 ・
」
 

）
 
戸
木
り
コ
宜
づ
 0
 ぺ
 帝
の
岸
 
コ
 的
の
 
ロ
む
ヴ
 目
安
の
目
 笘
い
 つ
下
ヒ
 
の
守
 -
 ド
下
 E
$
 
：
 ゴ
 「
の
め
・
 

づ
 Q
 コ
パ
 ・
 
ヱ
 ・
の
。
 

す
ヨ
 @
 
Ⅰ
（
・
）
の
 

け
か
 
・
の
Ⅰ
け
 り
 

）
 
@
 
ヴ
 ・
㏄
・
ト
ド
 

ト
 

）
 
由
 ・
出
ゑ
 
ヨ
 の
 0
 の
（
 
す
 ・
 づ
 q
p
 
コ
の
い
 

の
 コ
 由
の
コ
 
%
 
日
 0
 口
了
す
 オ
 （
 
デ
 ・
Ⅰ
・
 円
 0
 目
・
の
・
 
い
 ㏄
 の
 

）
 
メ
 ・
）
の
名
の
港
。
 

し
 T
 の
 q
0
 

臼
の
 

コ
弔
す
目
 
0
 の
 0
 Ⅰ
宙
の
 
コ
 ・
 ミ
な
コ
ぃ
ゴ
 

の
 コ
 Ⅰ
 0
%
 
べ
 ・
㏄
・
 
ト
 巨
の
・
年
中
ヰ
 

ノ
ト
 
・
、
 目
 ・
ロ
リ
ハ
ム
 

p
.
 
目
 
り
の
Ⅱ
 

目
コ
 Ⅰ
 つ
ミ
 ・
の
・
の
の
の
）
 

イ
こ
あ
ス
 
w
 と
い
え
 ス
 w
 
。
 

7
2
 

（
 
3
 ）
 
ヱ
 ・
の
。
 
す
の
コ
，
木
い
い
 

（
の
 頭
 0
%
 
ド
む
コ
 
あ
 に
コ
 
㏄
印
の
Ⅱ
円
円
 

%
 ヨ
 ，
ロ
の
 
Ⅰ
 コ
コ
Ⅰ
の
Ⅰ
 

つ
 ・
の
・
い
の
つ
 

（
 
4
 
）
こ
の
点
か
ら
 
コ
ヘ
ン
 は
、
「
自
由
の
理
念
そ
の
も
の
が
 

倫
 理
 字
を
要
求
す
る
。
 二
 （
 
ぎ
 ・
の
・
）
 

鮭
 ）
 と
 見
な
し
、
「
そ
れ
 
故
倫
 理
学
は
宇
宙
論
的
自
由
の
 

 
 

 
 

の
 理
念
の
統
制
的
使
用
の
叙
述
 と
 言
 い
妻
 わ
さ
れ
得
る
 
ピ
 
（
 日
 
押
き
 む
と
す
ら
 迷
 へ
て
い
る
。
 

（
 
5
 ）
Ⅰ
・
㌧
が
三
の
 
0
%
"
 
Ⅰ
日
日
い
 
コ
年
 
㊥
 -
 吊
う
 
い
 コ
ダ
 の
億
年
神
田
内
の
Ⅱ
 

ド
ト
 の
 い
卜
 の
 ・
け
 
む
 ㏄
 

（
 
6
 ）
（
 7
 
り
 ）
 @
 
ヴ
 ・
の
・
 

0
 ㏄
 朋
 ・
 
セ
め
 -
.
 
の
・
 
N
 ）
㏄
 

（
 
@
 ）
Ⅰ
 す
 ・
の
・
㏄
 

ウ
 Ⅱ
 円
 

（
 
9
 ）
（
 托
 ）
 木
 ・
 
q
 ㌃
の
 
す
 の
 q
.
 

の
の
の
 

り
オ
 
ざ
ま
の
 肚
 Ⅰ
 コ
 の
二
の
へ
コ
 

%
 ま
ざ
の
 
で
オ
ぎ
け
廷
ミ
 ・
Ⅰ
 木
り
コ
 
（
 俺
 コ
ロ
の
 
田
コ
の
 Ⅰ
。
 
才
 「
の
・
立
山
色
色
 

ヴ
の
 
「
 
的
 Ⅰ
 ㏄
 つ
 ㏄
・
の
・
 

り
 ㏄
 つ
 

（
Ⅱ
）
こ
れ
に
対
し
て
広
義
の
理
性
は
 、
コ
 純
粋
理
性
批
判
 L
 の
 
「
理
性
」
が
意
味
し
て
い
る
よ
さ
に
、
感
性
、
悟
性
お
よ
び
 こ
の
狭
義
の
理
性
を
包
 

合
 す
る
。
 

（
は
）
カ
ン
ト
は
 コ
几
験
 的
理
念
が
理
性
に
と
っ
て
 自
殊
 で
あ
 る
の
は
、
 
範
時
が
 悟
性
に
と
っ
て
 
自
妖
 的
で
あ
る
の
と
同
様
で
 あ
 る
。
」
 姦
ヰ
 む
と
 述
 

ぺ
 て
い
る
。
 

（
㎎
）
 ヌ
ド
コ
 
方
け
「
 ぽ
 h
p
 二
の
す
「
 
デ
 （
 
守
コ
の
ぃ
 「
 く
 の
く
 0
 日
 
㏄
）
・
の
の
㌧
 

円
 ・
 
ト
 Ⅱ
 つ
 ㏄
 



 
 

お
り
に
対
す
る
「
批
判
的
理
性
」
（
 時
鱗
む
 、
「
審
判
的
理
性
 」
（
 時
 ぷ
能
）
、
な
い
し
 

「
探
求
的
・
吟
味
的
理
性
」
㏄
 お
 む
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
 
 
 

（
 
然
 ）
第
二
版
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
質
料
的
観
念
論
 
」
こ
れ
に
は
「
デ
カ
ル
ト
の
 
蓋
伏
的
 執
念
論
」
と
「
バ
ー
ク
 り
の
独
断
的
観
念
論
」
 

と
が
数
え
ら
れ
て
い
る
（
 し
 ・
 
ぃ
 三
）
と
区
別
す
る
た
め
に
 、
「
形
式
的
観
念
論
」
と
も
呼
ん
で
い
る
（
し
り
 ち
ゃ
 ヲ
ヨ
 
し
 。
 
 
 

メ
ナ
 L
 で
は
、
カ
ン
 

す
こ
と
を
考
慮
し
て
、
「
私
は
こ
の
名
称
を
む
し
ろ
取
り
消
し
 て
 、
批
判
的
観
念
 

論
 と
呼
び
た
い
 0
 」
（
 
キ
 三
品
・
オ
ニ
ト
ロ
 
ヨ
 ・
 目
 ）
と
も
述
べ
て
い
 
 
 

（
 
れ
 ）
そ
の
意
味
で
は
、
 
コ
ヘ
ン
 が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
 反
 定
立
は
ま
だ
 範
時
 と
理
念
と
の
間
の
区
別
を
知
ら
な
い
。
」
（
 
下
 の
 。
 
甘
 0
 コ
 -
@
 
ヴ
 ・
の
・
 

ト
ト
 
㏄
）
 

と
も
い
え
る
。
 

（
 
お
 ）
こ
れ
が
二
律
背
反
を
真
に
解
決
す
る
も
の
と
し
て
、
 
一
 七
六
九
年
に
は
す
で
に
洞
察
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
（
せ
匹
・
 
オ
 0
%
 
の
 
x
@
o
 

コ
の
口
 
Ⅰ
 
亡
べ
ワ
 
用
の
（
 

ヰ
 

づ
ビ
あ
 
ぎ
・
 田
 ・
が
 
く
ロ
 
（
 
H
.
 
イ
 ・
の
 
っ
び
ご
 
。
 七
 0
 年
の
教
授
「
就
任
 論
文
」
に
は
、
上
の
四
つ
の
二
律
背
反
の
思
想
は
す
べ
て
 呪
 わ
 れ
 
（
 
し
 の
 5
 目
二
日
 

お
コ
匹
ヴ
ご
ざ
ぃ
 

（
白
絹
 

の
 @
 
ま
色
二
 
m
@
 
二
 %
 （
 
0
 
「
 
ヨ
ド
呂
づ
ユ
コ
 ㌔
 ワ
打
 -
 し
田
Ⅰ
 抑
 N
 の
、
 
0
7
.
 

ト
め
 
・
の
 
0
 ：
せ
性
・
 

0
.
 

の
 宙
 Ⅰ
 古
 ・
 パ
ぃ
 
目
打
下
臣
 
岳
 コ
 0
 
ヨ
あ
 三
の
 
ゴ
お
 -
 
ヨ
 

Ⅰ
 ざ
オ
 
芹
の
住
 

0
q
 

Ⅱ
 
コ
 ハ
 %
 幅
目
 
Ⅰ
 
巴
 1
 
ロ
 ず
 の
の
 
ユ
ぃ
ヱ
 
の
 
コ
 ・
ホ
ド
 
臣
 （
 
l
 の
 
侍
仁
隼
 

F
 コ
巾
 田
 Ⅹ
Ⅹ
 
ポ
の
 ・
の
㏄
 

l
 
Ⅱ
 ト
 ）
、
時
空
の
観
念
性
に
つ
い
て
の
見
解
も
す
 で
に
表
現
さ
れ
て
 

い
る
（
 し
 0
 
 
日
亡
臣
 
臼
 ・
 狗
ト
 
A
,
 
ト
白
 
）
 
っ
 

（
 
笏
 ）
の
・
 旨
り
ぺ
 
（
 
ピ
 .
 プ
リ
・
の
・
 

P
 
の
Ⅱ
 

（
四
）
 田
 
r
.
 

の
・
 

P
 
の
の
 

（
㏄
㏄
）
 

q
.
 

づ
 p
E
-
 

の
の
 
コ
 ・
 @
 
ゴ
 ・
の
・
 

N
N
 

Ⅰ
・
 

N
N
 

～
 

（
㏄
）
バ
ウ
 フ
 も
自
由
の
可
能
性
は
、
現
象
が
物
自
体
で
は
な
 い
と
い
う
点
に
存
し
、
・
・
・
…
物
自
体
が
自
由
の
理
念
の
可
能
 

根
底
 
旨
 ひ
ぬ
 
目
 0
 
プ
オ
 
の
 @
 
宙
 

廣
 Ⅱ
 
俺
 コ
ミ
 
ハ
 摯
で
あ
る
し
（
 接
 ・
 
い
 リ
ヒ
 
ぃ
 
二
戸
 木
 が
目
・
の
が
日
日
三
 

コ
 ㏄
 の
 援
 蓬
の
口
の
・
 

ト
 
い
つ
）
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
で
あ
ろ
う
 
 
 

論
 

 
 

因
 と
い
う
語
が
超
感
性
的
な
も
の
に
つ
い
て
用
い
わ
れ
る
場
合
 

 
 

 
 

る
 。
」
（
 
ヌ
 ・
 
ロ
 ・
 
C
.
 
芭
 ぎ
す
ぎ
戸
口
内
 

目
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

（
 
紐
 ）
 目
 ・
 
叫
ゑ
ヨ
 
m
o
m
 

（
二
子
・
の
・
 

N
p
O
 

 
 

 
 

（
㏄
）
カ
ン
ト
は
「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
つ
け
」
に
お
い
 て
 ，
「
因
果
性
の
概
念
は
法
則
の
概
念
を
伴
っ
て
い
る
。
原
因
 と
 呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
 

（
 
れ
 ）
 ぜ
性
 ・
の
・
 
目
曲
耳
ぎ
 
・
 ロ
ヨ
 
日
当
店
 
曲
 パ
ル
コ
（
・
 

丙
堅
 コ
ト
の
の
っ
 
㏄
・
 
簿
 ・
 簗 ・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
こ
の
証
明
は
「
歴
史
的
に
存
 在
す
る
思
想
の
要
約
」
 



（
 乾
 ）
ハ
ル
ト
マ
ン
は
カ
ン
ト
の
第
三
二
律
背
反
論
の
成
果
を
 

高
く
評
価
す
る
（
 尾
 ・
 
屈
ぎ
 ・
（
ヨ
豊
 
ダ
田
 三
拝
ド
 ン
仁
コ
 
・
 零
 「
 
由
コ
 ト
 の
肚
の
・
の
・
の
の
 

0
 ）
が
 、
 

そ
の
際
、
「
自
由
か
ら
の
因
果
性
」
に
よ
っ
て
「
積
極
的
意
味
に
 お

け
る
自
由
 
ヒ
が
 明
ら
か
に
さ
れ
た
と
見
な
し
、
こ
の
自
由
 は
コ
 決
定
へ
の
 
で
 

イ
ナ
ス
で
は
な
く
て
、
・
・
：
：
明
ら
か
に
出
定
へ
の
プ
ラ
ス
で
あ
る
 

Ⅰ
以
前
か
ら
の
 ロ
 進
行
は
、
か
か
る
付
加
年
 ゴ
 z
u
 
ヰ
 o
 ヨ
ヨ
 0
 コ
に
よ
っ
て
 申
 

断
 さ
れ
ず
、
た
だ
方
向
が
変
え
ら
れ
る
（
 ぃ
 匡
の
コ
マ
の
 

コ
 ）
に
す
ぎ
 な
い
 0
 ・
・
・
…
」
（
 

邑
 ・
の
・
の
耳
の
（
・
）
と
述
べ
て
い
る
。
 

（
㎎
）
 由
 ・
の
 
っ
プ
 
の
 ダ
ぎ
 ・
の
・
）
 

6
2
.
 

づ
性
 ・
の
・
）
 

ま
 ・
こ
の
点
を
ハ
イ
 ム
ゼ
 ー
 ト
 は
こ
う
表
わ
し
て
い
る
。
 

一
 
，
自
由
か
ら
の
因
果
性
は
 
、
そ
の
 働
 ぎ
に
お
い
て
 

現
象
の
系
列
を
始
め
、
新
し
い
作
用
と
形
態
と
を
事
物
の
進
行
 中
 ヘ
レ
 ミ
 Ⅷ
 れ
 込
む
よ
う
に
三
元
 ぎ
斥
 主
簿
 お
已
 
始
め
る
。
 ，
一
 
（
 コ
ユ
ヨ
 の
 0
 文
才
。
 ヨ
 

の
 ・
の
Ⅱ
 

ヰ
 ）
と
。
 

（
 
何
 ）
の
・
 ま
ド
ユ
ぎ
 。
 ぎ
 ・
の
・
）
の
の
・
 

ミ
 ・
 
卑
 o
c
 
オ
ぎ
ヨ
ヨ
 の
Ⅰ
本
リ
 コ
 （
 
の
い
亡
 
Ⅱ
め
り
 

ア
コ
目
コ
帆
ど
 

Ⅰ
の
の
 
仁
コ
笘
巾
 
Ⅱ
 
ひ
 -
 
す
 め
ヱ
 
の
八
ロ
 
宙
コ
 
0
 ヨ
あ
 @
 木
口
 -
 
口
）
 つ
む
 
ト
 ・
の
・
の
り
・
の
の
 

な
お
 本
 小
論
中
の
 
ゲ
シ
 
@
 ペ
ル
ト
は
軍
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
  
 

（
㏄
）
 由
 ・
の
 
0
 す
の
コ
 

。
 六
 0
 ヨ
ヨ
目
 （
 
り
 「
 z
u
 

Ⅰ
本
ぃ
 

コ
 （
の
 
メ
 ふ
由
 ガ
 年
窯
 

Ⅱ
 
e
@
 
目
 
0
 コ
 と
ト
 

の
Ⅱ
 
コ
 亡
臣
 
円
 
（
 
、
 Ⅰ
 e
@
 
す
い
 
@
 
的
ト
 つ
つ
Ⅱ
・
の
・
ト
ウ
ト
 

（
㏄
）
カ
ン
ト
は
第
二
版
で
、
「
知
性
的
な
い
し
感
覚
的
で
あ
る
 の
は
認
識
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
の
直
観
方
法
の
対
象
た
り
 得

る
も
の
、
す
な
わ
 

ち
 客
観
の
み
が
 可
想
 ・
的
な
い
し
寸
感
的
と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
 

い
 0
 」
（
口
ミ
 レ
コ
ヨ
 し
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
区
別
は
磁
 
ず
し
も
一
貫
し
て
 

い
る
と
は
言
い
得
な
い
。
 

（
 
却
 ）
「
現
象
と
い
う
語
が
す
で
に
図
式
を
意
味
す
る
 ピ
 
（
 
之
ぺ
 り
の
ト
ぃ
 

）
と
も
彼
は
ミ
ロ
っ
て
い
る
。
 

（
 
蛆
 ）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
下
（
四
・
五
）
に
お
い
 ィ
 

」
詳
論
さ
れ
る
。
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
責
務
と
帰
責
・
 

一
 （
 
倫
 理
学
年
報
第
二
 
0
 集
 ）
 

参
照
。
 

（
 
鍋
 ）
こ
の
能
力
は
「
一
つ
の
状
態
を
最
初
に
 
N
 斥
 「
の
け
始
め
 
る
 能
力
」
（
 
之
 r
.
 
お
 ㏄
さ
と
も
表
わ
さ
れ
る
。
 

（
 
拡
叩
 
）
 田
ハ
 
・
 
q
 抜
 い
オ
 
の
 
q
 
。
 @
 
ヴ
 ・
の
・
 

0
 の
Ⅱ
 

（
 
抑
 ）
メ
モ
・
ミ
田
孝
子
当
分
 
亡
汀
 「
ミ
ヨ
 臼
ゑ
 お
ぎ
 臼
 （
・
の
・
 

レ
 Ⅰ
 由
 
円
 む
圧
二
幅
 

0
 
コ
ト
 の
）
の
・
の
 

.
 
ト
 Ⅰ
 っ
 

（
 例
 ）
 
せ
住
 ・
 由
 ・
 
@
 ナ
ヱ
 塁
の
 -
 ロ
ガ
 0
 プ
の
 
「
 
3
 目
 
の
 Ⅱ
 
仁
コ
 
年
の
ま
 
い
 の
 木
 麓
 コ
ニ
の
 
c
 甘
の
Ⅱ
 由
 （
オ
 
@
 
ヰ
 
ヒ
コ
巨
 
@
 
ゴ
 「
の
 メ
 。
二
 
%
 「
の
 
ヱ
 の
 目
 Ⅱ
 
ヴ
ハ
 
（
 
寸
 e
 用
 ，
 木
 い
臣
 
（
 
１
の
圧
仁
年
 

-
 
の
コ
 Ⅱ
Ⅱ
 
幅
い
コ
 

N
 俺
コ
 
㏄
の
す
。
 

ヰ
 
内
の
 ト
 つ
い
・
の
・
 

包
 

(520) 

っ
て
 、
 
…
・
結
果
が
措
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
の
法
則
 に

よ
る
。
」
 
-
 の
 「
こ
コ
 
日
り
的
仁
コ
 
㎏
 
ド
ミ
 ・
 &
.
 
の
・
ロ
チ
 圭
 ・
丁
年
年
 ヨ
と
説
  
 

 
  

 

（
㏄
 -
 
下
ム
 ヨ
 の
 Q
 目
ア
 -
 ぎ
 ・
の
・
㏄
下
の
 



少
な
く
な
い
。
就
中
竜
樹
 
2
%
W
 （
 
一
 
E
,
p
 

）
の
「
根
本
中
ぬ
 

柵
頒
 L
 
 
（
ま
口
 
一
 
p
@
 

コ
ぃ
ロ
ア
 

せ
り
 
ヨ
 p
r
p
 

斤
目
ぎ
 

ぢ
 
（
以
下
「
中
論
」
と
 
略
 記
す
る
。
な
ほ
引
用
典
籍
 

の
 出
処
は
 n
U
 
内
に
負
数
と
行
数
を
略
記
す
る
。
ま
た
 八
 

。
内
は
筆
者
に
ょ
ろ
補
足
で
旧
 弓
 ，
 -
 に
説
か
れ
る
も
の
が
 重
要
で
あ
る
。
口
中
論
 
ヒ
 

は
空
観
に
立
脚
し
て
大
乗
仏
教
を
理
論
附
け
る
も
の
で
あ
 る
 。
従
っ
て
三
師
説
は
空
観
と
関
り
を
有
 っ
 。
同
時
に
 空
観
は
二
諦
謝
を
 侯
っ
 

て
 完
結
す
る
。
 

こ
こ
に
我
々
が
 
試
る
論
孜
は
 、
口
中
論
し
の
二
諦
 説
を
 Ⅱ
 言
説
㈲
大
悲
㈲
中
道
の
三
点
を
課
題
と
し
て
追
求
す
る
 も
の
で
あ
る
。
概
要
 

を
 二
小
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
我
々
は
二
諦
 
説
 を
基
本
 的
に
は
言
説
の
課
題
と
捉
へ
る
。
 

先
づ
 
一
般
に
勝
義
は
不
 
同
 =
=
 

口
説
で
あ
り
、
世
俗
 

は
 言
説
で
あ
る
と
規
定
し
得
る
こ
と
を
考
察
す
る
。
か
や
 う
に
し
て
二
諦
説
の
核
心
を
不
可
舌
口
説
の
膀
 
義
 が
如
何
 に
し
て
舌
口
 
制
叫
卯
 

さ
れ
る
か
 

と
い
ふ
点
に
見
出
す
。
次
に
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
命
題
 を
 解
決
す
る
た
め
に
世
俗
の
語
義
を
再
検
討
す
る
。
 つ
 い
 で
世
俘
が
言
舘
キ
 
ほ
八
 

 
 
 
 蝸

的
 特
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
 わ
 に
、
言
説
の
在
方
に
二
通
り
あ
る
こ
と
を
 叔
述
 す
る
 。
即
ち
第
一
は
、
世
間
慣
用
 

卸
の
言
説
で
あ
る
。
第
二
は
、
大
悲
萌
発
の
言
説
で
あ
 
る
 。
大
悲
は
 、
 ㈲
三
苦
を
行
相
と
し
、
㈲
一
切
有
情
を
 所
縁
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

上
目
 そ

れ
故
に
大
悲
 所
 発
の
言
説
を
通
じ
て
不
可
言
説
の
悟
 り
の
内
容
が
有
情
に
伝
達
さ
れ
得
る
。
か
く
し
て
 伝
 へ
ら
 れ
た
舌
口
説
が
、
仏
陀
の
 

75 f5M) 

古
 円
円
 

橋
壮
 

一
 「
中
論
」
の
二
諦
 

説
 

二
諦
説
は
仏
教
学
の
中
心
 

 
 

鈍
 す
る
経
典
論
 
書
は
 

龍
 樹
の
二
諦
 説
 



 
 

教
説
 、
つ
ま
り
仏
教
で
あ
る
。
仏
教
の
内
容
は
中
道
で
 あ
る
。
従
っ
て
二
諦
 説
 、
こ
と
に
そ
の
相
即
は
中
道
の
表
 現
 で
あ
る
と
 看
徴
 し
 得
 

る
 。
そ
れ
は
、
「
無
分
別
智
に
よ
り
て
生
死
に
住
さ
ず
、
 

常
に
大
悲
を
起
す
が
故
に
 浬
 案
に
入
ら
ず
。
」
と
い
は
れ
 
る
や
う
に
、
往
相
的
 相
 

即
と
 還
相
的
相
即
と
の
二
重
の
構
造
を
有
っ
。
従
来
は
往
 相
酌
相
即
の
み
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
 我
 々

は
そ
の
根
底
に
あ
る
 

還
相
的
相
即
を
解
明
し
て
、
竜
樹
の
二
諦
説
を
探
求
す
 る
の
で
あ
る
。
 

二
 

㍉
中
論
三
の
諸
註
釈
に
つ
い
て
我
々
は
 先
づ
印
 庭
中
観
派
の
解
釈
を
端
緒
と
し
て
、
「
中
論
 
L
 
の
二
諦
 説
を
解
明
す
る
。
「
 中
 

論
ヒ
 に
は
数
種
の
註
釈
が
現
存
す
る
。
そ
の
う
ち
Ⅱ
 無
 畏
 （
 
下
ぎ
 （
 
0
 
ロ
 ゴ
ミ
 笘
 ）
と
㈹
 
仏
護
 
（
 
ロ
 民
音
も
 罠
 （
じ
の
両
沢
 に
は
二
諦
 説
 に
つ
い
て
 

み
る
べ
き
成
果
が
な
い
。
ま
た
㈲
 青
 目
の
所
謂
漢
訳
 司
 中
論
」
 
呈
蔵
 三
十
巻
し
は
、
訳
者
羅
什
の
学
識
と
手
腕
が
 

遺
憾
な
く
 発
 拉
さ
れ
た
 

名
訳
で
あ
り
、
中
国
仏
教
 更
 に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
 た
 。
ま
た
そ
れ
に
準
拠
す
る
吉
蔵
の
「
中
観
論
 疏
 」
ハ
王
 蔵
 四
十
二
巻
し
は
、
中
国
 

・
日
本
の
コ
中
ゑ
 i
J
 解
釈
を
長
く
独
占
し
た
。
し
か
し
そ
 れ
ら
は
印
度
仏
教
と
密
接
な
交
渉
を
持
っ
と
は
い
へ
、
 お
も
に
中
国
仏
教
の
領
 

域
 に
属
す
る
も
の
と
 看
徴
 し
得
る
。
そ
れ
故
に
一
応
 考
 察
の
外
に
置
く
。
さ
ら
に
㈹
「
大
乗
中
観
釈
論
」
 ロ
 
王
手
 蔵
経
第
二
六
 套
 り
は
、
 咄
 

識
 関
係
の
諸
書
論
を
は
じ
め
㍉
倶
舎
論
 L
 な
ど
に
も
 註
 解
を
施
し
た
註
釈
学
の
巨
匠
安
意
（
の
（
 
ォ
 @
 
「
 
ぃ
ヨ
ド
 
（
 
@
 
）
の
手
に
 
な
る
も
の
で
あ
る
。
 
し
 

か
し
な
が
ら
そ
の
漢
訳
に
は
若
干
問
題
が
あ
り
、
読
解
 の
 正
確
を
期
し
難
い
点
が
存
す
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
 従
 
っ
て
甚
だ
不
充
分
な
 
-
-
 

ロ
 

及
 に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

さ
て
 清
辮
 （
 
ロ
鼠
ぷ
乱
採
下
 ）
は
、
 月
称
 G
 当
年
 3
 了
三
）
 と
 と
も
に
中
観
派
の
勢
力
を
二
分
す
る
学
匠
で
あ
る
。
 西
 蔵
 黄
教
派
の
祖
師
 宗
 

喀
出
（
 ガ
 。
ふ
か
ぎ
 豊
 ）
が
主
著
「
菩
提
道
諦
 L
G
 
襄
 「
 ～
 
ま
 c
 
オ
ぬ
 
口
持
北
京
 版
 西
蔵
大
蔵
経
第
一
五
二
巻
 之
 0
 ・
の
 
0
0
1
%
 

Ⅰ
 ト
｜
 
小
才
さ
ト
の
の
 

ド
 。
 
U
 に
「
帝
ヨ
 

山
の
後
代
の
諸
学
者
が
中
観
派
を
づ
酌
 毬
息
守
い
 
と
 穿
 ゆ
 （
 
い
口
 
t
r
 
守
 ㏄
と
の
二
つ
で
あ
る
と
説
く
の
は
、
日
明
句
論
 

ヒ
に
基
 く
も
の
で
あ
り
、
 

八
 彼
等
 V
 自
身
が
か
く
な
し
た
と
考
へ
る
べ
き
で
は
な
 い
 。
し
か
し
言
説
と
し
て
六
即
ち
世
俗
と
し
て
 V
 外
境
の
 
有
を
許
す
か
許
さ
な
い
 

か
の
い
づ
れ
か
で
あ
る
と
決
定
し
、
勝
義
は
空
性
で
あ
 る
と
決
定
す
る
見
方
に
よ
っ
て
命
名
す
る
な
ら
ば
、
 

八
中
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龍樹 の 二 諦
説
 

3
 品
 庁
い
 と
の
話
 寸
コ
 
（
（
良
い
と
の
両
派
で
あ
る
と
決
定
 
す
る
の
で
あ
る
。
」
八
六
 
b
 六
日
と
証
言
す
る
や
う
に
、
 後
期
で
は
 中
槻
派
 を
清
 

辮
系
 の
の
 ヰ
 緊
の
 コ
 （
（
守
の
と
 

月
称
系
 の
 り
 （
 
ゆ
 の
の
か
ぬ
守
の
と
 

に
 分
類
す
る
の
が
、
普
遍
の
や
 ぅ
 で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
 に
よ
れ
ば
、
両
者
の
相
 

違
は
前
者
が
世
俗
の
有
 目
 %
 を
、
後
考
が
そ
の
無
目
性
 を
 主
張
す
る
点
に
見
出
し
得
る
か
ら
、
両
者
は
二
諦
 謝
る
 め
ぐ
っ
て
見
解
を
異
に
 

す
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
こ
の
や
う
な
 丑
 
思
 味
か
ら
も
、
二
諦
説
を
研
究
す
る
際
に
両
者
を
特
に
取
 上
げ
る
の
は
、
妥
当
で
 

あ
ら
う
か
と
思
ふ
。
 滴
癖
 に
あ
っ
て
は
そ
の
中
論
 釈
 ㈲
 「
般
若
 燈
論
 」
 6
 ぎ
ま
ぬ
こ
 ：
 す
 
Ⅰ
や
～
 
輯
 *
 
ぬ
 
～
智
ぬ
 
め
り
遠
 
。
 
め
ぺ
 
0
 
さ
 ま
ぬ
北
京
坂
西
蔵
六
 

蔵
経
第
九
五
巻
 z
0
.
 

総
ま
 

づ
窯
 Ⅰ
 ま
て
 １
 %
 簿
 じ
と
、
主
著
 
「
中
観
心
論
証
恩
沢
 炎
 」
 n
b
 
ヰ
，
き
 
。
も
～
。
 

ぁ
 ～
 
&
b
 。
や
～
も
 

め
 「
 
0
 
目
 守
さ
 Ⅱ
ト
ウ
際
際
い
き
 

ヰ
さ
 
Ⅰ
 

ぎ
 北
京
阪
西
蔵
大
蔵
経
第
九
六
巻
 
z
0
.
 

簿
 ま
も
め
 

a
.
 

ゃ
の
ヴ
 

。
 
｜
び
 
の
っ
 
p
 
。
 
U
 と
を
資
料
と
す
る
。
 月
称
 に
あ
っ
て
は
中
論
 釈
 唯
一
の
梵
語
文
献
で
あ
 

り
 、
明
 断
 な
文
体
を
も
っ
て
中
観
派
の
傑
作
と
さ
れ
る
 ㈲
同
朋
句
論
ヒ
ロ
 
紬
田
 0
 
ヨ
ま
す
 
壺
ヨ
牛
 井
目
 ヨ
 ㌍
 
繍
 Z
 笘
肝
モ
 コ
 い
い
 
ぺ
 
0
0
-
0
%
 

Ⅰ
 
い
 
の
の
 
コ
コ
 
の
 

せ
 
が
ら
ゆ
・
の
 

0
3
 
ヨ
の
 
コ
 （
 
酊
お
 由
の
の
 
い
コ
 
&
 
（
 
p
F
 

斗
ヱ
，
 

巾
桂
ヴ
コ
 

午
で
 
ぃ
 
（
Ⅰ
の
 
三
 の
宙
の
 
-
 
い
 せ
曲
 
ヰ
か
巾
 
0
 
け
 
り
ゑ
コ
，
 

㏄
 @
 
ヴ
目
 
0
 
（
 
オ
 
㏄
。
 
の
 め
年
年
 

宙
す
 
@
n
p
.
 

せ
 0
-
 
キ
 ，
 N
e
 
廷
隼
 
Ⅱ
 
臣
 
c
k
.
 
し
 一
 
%
@
o
 

つ
め
 
（
 
@
 ・
 0
 の
コ
 
ハ
ダ
 
（
 
む
 0
 
ガ
 ・
 P
Q
Q
 

三
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
 

さ
ら
に
宗
喀
巴
の
中
論
 釈
 ㈲
「
正
理
 海
 」
 ハ
む
 
Ⅰ
悪
ま
 
"
 「
 
ヰ
鎔
 

ら
ヰ
Ⅰ
 
ト
ヘ
叩
切
浮
 

Ⅰ
 
ぬ
 Ⅱ
い
 
き
ミ
ド
 

Ⅰ
 
ヒ
 Ⅰ
 寸
 Ⅰ
ネ
ぃ
㏄
Ⅱ
 

Q
 す
い
 
心
の
中
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
 

ヰ
 
@
.
 
Ⅰ
 
さ
 な
ま
す
 
捺
 
Ⅰ
も
入
再
Ⅰ
 

吋
 膝
 で
 
Ⅰ
や
～
 
へ
 
ぬ
 セ
 a
 ま
漱
甜
 
。
北
京
阪
西
蔵
大
蔵
経
第
一
五
六
巻
文
 
0
.
 
め
 
ト
り
ひ
，
づ
 

Ⅰ
Ⅱ
 
ト
り
 
p
@
 

１
 の
の
っ
 

p
 
。
 
U
 

は
 、
同
朋
句
論
」
に
 
精
 敵
な
体
系
化
を
施
し
た
点
に
特
色
 が
あ
る
。
我
々
は
時
に
こ
れ
を
も
援
用
す
る
。
 

三
勝
義
諦
の
語
義
１
１
「
中
論
」
第
二
四
章
第
八
偶
に
 
「
諸
仏
の
説
法
（
 
&
 ァ
 
p
 
。
 
ヨ
 Y
 宕
絆
 ，
 
w
 
）
は
、
世
俗
諦
 と
勝
 義
諦
 と
の
二
諦
（
 &
 。
 
の
 

の
 
a
t
 
せ
 
巴
に
依
る
。
」
口
四
九
二
・
四
 

｜
 五
日
と
説
か
れ
て
ゐ
 る
 。
こ
の
う
ち
 先
づ
 勝
義
諦
の
語
義
を
簡
単
に
検
討
す
る
 こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
 

る
 。
 

勝
義
 諦
 
（
 
甲
 。
 
p
 
ョ
ゅ
 
（
（
 

ぎ
 。
 
終
 （
 
捷
 ）
は
、
勝
義
（
 罵
 ，
 
u
 
ヨ
ぃ
曲
笘
 

ぎ
 ）
自
体
が
複
合
語
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
 先
づ
 Ⅱ
 

清
 辮
は
勝
義
の
解
釈
に
三
種
を
認
め
、
勝
義
 認
 の
そ
れ
 @
@
 

ブ
 
・
 
し
一
 
一
種
を
助
 
ゆ
 
め
て
ゐ
る
。
 

-
2
-
 
先
づ
 勝
義
の
解
釈
の
う
ち
 
第
 
一
は
 、
そ
れ
を
 持
業
釈
 

（
 
ガ
ぃ
 
（
 
ヨ
と
ァ
ゅ
 

「
 
い
 
せ
 い
 
）
に
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
般
若
 
燈
諭
 し
に
コ
勝
義
と
は
、
 そ
 ・
れ
が
義
で
あ
り
か
つ
勝
で
 
あ
る
か
ら
、
勝
義
で
あ
 

77 (523) 



 
 

第
一
解
釈
で
あ
る
。
第
二
解
釈
は
、
仮
名
の
勝
義
捕
で
 あ
る
。
即
ち
 コ
 般
若
 燈
論
 」
に
「
そ
れ
を
 八
と
ぱ
 、
「
 諸
 法
の
生
滅
」
十
指
す
。
Ⅴ
 遮
 

遣
す
る
こ
と
に
随
順
 し
 、
不
生
年
を
説
示
す
る
こ
と
、
 
及
び
 聞
思
修
 年
所
成
の
慧
も
ま
た
 膵
義
 で
あ
る
。
勝
義
 を
証
 得
す
る
方
便
で
あ
 

り
 、
不
顛
倒
で
あ
る
か
ら
。
」
 
二
 一
八
六
 
b
 一
リ
 と
 説
か
れ
 る
 。
安
意
 の
 
「
大
乗
中
観
釈
論
 ヒ
 八
七
①
し
に
も
同
様
の
解
 釈
 が
見
え
る
が
、
も
と
 

は
 世
親
二
曲
と
ま
 コ
色
ぎ
 
）
の
 
口
倶
茶
扶
冊
 
」
 円
き
 王
手
ぎ
 ヨ
票
 

 
 

由
来
す
る
と
考
へ
ら
れ
 

 
 

る
 。
即
ち
彼
は
阿
毘
達
磨
（
 注
ァ
 @
&
 
ぎ
 （
 
ョ
ヰ
 
）
に
勝
義
の
 と
 仮
名
の
と
の
二
種
を
認
め
る
。
そ
の
う
ち
「
仮
名
（
の
 
ゅ
 づ
ァ
 
の
（
 
@
F
u
 

）
の
阿
毘
達
磨
 

と
は
、
 
コ
 そ
れ
を
得
る
た
め
の
如
何
な
る
も
の
、
如
何
 か
 
は
る
論
で
あ
る
 
ビ
寅
品
 第
二
 偶
 @
 如
何
な
る
も
の
と
い
 ふ
の
は
、
 
聞
 思
惟
前
回
 

の
 有
漏
 慧
と
 生
得
の
随
行
と
で
あ
る
。
如
何
な
る
 玲
 と
ほ
 ・
無
漏
 だ
 を
 %
 る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
 そ
の
八
包
隔
意
 の
 

糧
 で
あ
る
か
ら
、
阿
毘
達
磨
と
い
は
れ
る
。
」
三
・
五
 
｜
 八
口
と
説
か
れ
て
ゐ
る
。
両
者
を
比
べ
る
な
ら
ば
、
㈱
 
聞
思
 笹
折
 戊
 の
 慧
と
解
 

る
 。
」
コ
一
八
二
 
a
 四
口
と
見
え
、
ま
た
コ
恵
沢
 
炎
 L
 に
「
 勝
 義
 と
い
ふ
そ
の
う
ち
、
義
と
は
所
知
で
あ
る
か
ら
、
 

-
,
 

て
 の
 義
が
証
得
さ
れ
る
も
 

 
 
 
 

の
 、
ま
た
了
解
さ
れ
る
も
の
の
語
義
で
あ
る
。
勝
と
い
ふ
 の
は
、
最
勝
の
意
味
で
あ
る
。
 

脾
義
 と
い
ふ
複
合
語
は
 、
そ
れ
が
義
で
あ
り
、
 

勝
 で
あ
る
か
ら
勝
義
で
あ
る
。
」
二
八
三
 
a
 一
口
と
説
か
れ
 る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
は
、
 

佐
 主
脈
（
（
 
ド
 （
 
牡
 「
 
缶
ゅ
ぃ
 

）
 に
 解
す
る
も
の
 
サ
 
同
月
 
こ
 

 
 

若
燈
論
 」
に
「
殊
勝
な
る
無
分
別
智
の
境
で
あ
る
か
ら
、
 略
王
 で
あ
る
，
」
 二
 一
八
」
 

ハ
 a
 七
口
 

」
に
も
同
棟
に
「
勝
の
 

義
 、
つ
ま
り
そ
れ
が
無
分
別
智
の
境
で
あ
る
か
ら
、
 

勝
 義
 で
あ
る
。
」
二
八
三
 a
 一
リ
 
と
 説
か
れ
る
。
さ
ら
に
第
三
は
 、
 月
計
 

+
 
ヱ
択
 
G
 リ
ブ
 
E
 。
，
 

@
h
@
 

）
 

に
 解
す
る
も
の
で
、
「
般
若
 届
論
ヒ
に
 
「
か
の
無
分
別
智
 の
 境
を
有
っ
か
 育
 た
な
い
か
の
理
に
よ
り
、
 

雌
玉
 で
あ
 る
 。
 
モ
 こ
に
 膀
糞
が
有
 

る
か
ら
で
あ
る
。
」
 
二
 一
八
二
 
b
 一
己
と
あ
り
、
日
恵
沢
灸
日
 
に
は
「
 勝
臆
 に
 %
 ず
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
勝
義
を
証
 得
ず
る
こ
と
に
随
順
 す
 

る
 慧
に
そ
の
勝
義
が
有
る
の
で
、
勝
義
に
損
ず
る
も
の
 で
あ
る
。
」
 宍
三
 a
 一
己
と
い
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
 の
う
ち
第
一
と
第
二
の
 

解
釈
は
語
義
の
内
容
を
同
じ
く
し
、
具
体
的
に
は
い
 づ
 れ
も
第
一
八
章
第
九
偶
に
「
他
を
縁
と
せ
ず
云
々
」
と
 ぃ
 ば
れ
る
真
実
を
指
す
。
 

そ
し
て
こ
の
場
合
の
勝
義
は
、
と
り
も
な
 ほ
 さ
ず
諦
で
 あ
る
か
ら
、
 
勝
実
締
 と
い
は
れ
る
。
所
謂
 勝
捷
 的
の
勝
義
 諦
 で
あ
り
、
 雙
 義
認
 め
 



龍樹の 

て
 、
た
だ
ち
に
口
中
論
 口
 に
見
ら
れ
る
究
極
な
る
も
の
の
 様
相
を
検
討
す
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
指
摘
し
た
や
 う
 に
 第
一
八
章
第
九
何
に
見
 

 
 

出
さ
れ
る
。
「
正
理
 海
 b
 の
科
文
に
よ
れ
ば
、
 
一
 
1
 
話
 聖
 に
と
 っ
て
の
真
実
の
相
」
 
目
 一
九
 a
 占
と
 呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
 の
で
あ
る
。
即
ち
 一
 
・
㈲
 
7
 

  

こ 高帝 説 

  
れ 四 
  
0 頁 

実の 舌口 表 
を 諸 

  
に 教 
者 に 

察 お   
る る 
こ 究 S 、 
と * 工、 

は な、 
  る、 

す も、 
こ の、 

  
日表 る課題 は   
淫薬 となる 

で   

真如 あら 

っ 。 法 

  

  
を で 

刮 あ 
        舌 ． 七 る し 
  

し
、
 ㈹
舌
口
説
的
性
格
を
認
め
る
点
に
著
し
い
類
似
が
あ
 

る
 。
し
か
し
な
が
，
 り
 言
説
の
内
容
は
自
ら
異
 る
 。
仮
名
の
 勝
義
 諾
 は
 
一
 諸
法
の
生
 

滅
 を
遮
遣
し
て
、
不
生
等
を
説
示
す
る
」
の
で
あ
る
か
，
 

b
 、
そ
れ
は
有
部
の
法
有
の
立
場
を
否
定
し
、
不
生
不
滅
 の
 縁
起
を
説
示
す
る
こ
 

と
が
目
的
で
あ
る
。
従
っ
て
仮
名
の
阿
毘
達
磨
と
は
 対
 時
 的
で
す
ら
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
言
説
は
 、
 -
 
。
般
若
 燈
詰
 」
に
押
切
の
舌
口
説
の
 

道
を
全
く
超
越
す
る
」
二
人
士
 a
 巴
 
と
い
は
れ
る
 勝
 義
 を
証
得
す
る
た
め
の
方
便
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
 故
に
そ
こ
に
は
何
程
 か
 

の
新
 な
意
味
が
含
ま
れ
て
み
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
 

 
 

次
に
㈲
 月
 称
の
勝
義
 諦
に
 対
す
る
語
釈
を
検
討
ず
る
。
 

勝
 義
 は
 つ
い
て
は
 
-
 町
句
論
 ヒ
 に
一
そ
れ
ほ
勝
で
あ
り
 義
 て
あ
 /
 カ
ら
肘
丑
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
」
と
説
き
、
勝
義
 
、
、
 諦
は
 

,
 
つ
い
て
は
一
同
じ
そ
れ
 が
 真
実
で
あ
る
か
ら
、
勝
義
 諦
 で
あ
る
 ニ
 
「
四
九
匹
・
 一
 
じ
と
述
べ
て
ゐ
る
。
 
さ
 

ら
に
第
一
八
章
第
九
掲
を
典
拠
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
 清
 癩
の
謎
 く
 勝
義
的
の
勝
義
 諦
に
 同
じ
い
。
し
か
し
こ
 れ
 の
み
を
客
辞
 ユ
 
9
 る
の
 

は
、
 逆
に
言
へ
ば
そ
れ
以
外
の
解
釈
を
否
認
す
る
も
の
と
 老
 ，
へ
ら
れ
る
。
 事
 惜
は
、
宗
喀
巴
が
 司
 正
理
海
ヒ
 
に
 
「
 そ
の
他
最
勝
な
る
等
 引
 

無
漏
 慧
 と
そ
の
勝
義
の
境
を
説
示
す
る
如
き
を
意
味
す
 る
の
で
は
な
く
、
義
と
勝
と
が
勝
義
 諦
 で
あ
る
と
意
味
す
 る
も
の
で
あ
る
。
」
 
呈
 

ま
セ
 a
 ニ
ー
 四
口
と
述
べ
る
説
明
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
 あ
る
。
 

以
上
に
お
い
て
我
々
は
、
簡
単
な
が
ら
勝
義
諦
の
語
義
 を
汗
坤
と
 同
和
 は
 つ
き
 按
利
 し
た
。
そ
れ
か
ら
酒
癖
の
 解
 

 
 

諦
の
他
に
、
仮
名
の
勝
五
話
 を
老
，
 へ
る
点
に
特
色
が
有
 
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
両
者
に
共
通
し
て
 注
目
す
べ
き
は
、
勝
義
 

諦
の
相
を
明
す
も
の
と
し
て
第
一
八
章
第
九
褐
を
指
示
 す
る
点
で
一
致
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
こ
の
点
を
 論
究
す
る
。
 



 
 

る
 。
以
上
の
考
察
か
ら
、
我
々
 は
 次
の
や
 う
 な
結
論
を
 導
く
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
「
倶
舎
論
し
の
説
明
を
借
れ
 ば
 、
分
別
は
主
と
し
て
 

あ
る
。
 

作
用
、
 

例
へ
ば
 

諸
行
の
 鹿
 な
の
が
尋
で
あ
り
、
細
な
の
が
伺
で
あ
る
 と
 。
」
八
六
一
，
 
四
｜
 六
口
と
い
は
れ
る
か
ら
、
 

尋
何
 と
は
 

言
説
を
司
る
 

心
 

つ
ま
り
我
々
の
言
語
活
動
を
起
す
 苫
ギ
 心
の
こ
と
で
あ
る
 
。
ま
た
両
者
の
相
異
は
程
度
の
違
ひ
に
他
な
ら
な
い
。
 
そ
れ
故
に
 、
 

「
色
が
生
ず
る
。
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
が
行
く
。
」
と
い
ふ
 

や
う
 な
言
語
表
現
は
、
 
尋
何
 の
 心
 作
用
に
よ
る
も
の
で
 あ
る
と
解
し
得
 

あ
る
 

（
 4
 ）
 

ら
う
か
。
同
じ
く
 
司
倶
 仝
 ロ
め
 
s
L
 
に
よ
れ
ば
、
百
師
八
杯
 友
秋
に
よ
る
と
、
軽
部
師
を
指
す
。
Ⅴ
は
説
く
、
寺
岡
は
語
 
行
 
Ⅰ
 函
オ
 Ⅰ
 ぷ
 旧
の
 オ
ゆ
 
「
 ぃ
 ）
で
 

 
 

 
 

我
々
は
 先
づ
 真
実
が
「
㈹
無
分
別
（
 
コ
 
@
q
4
@
F
p
-
 

ロ
レ
 
）
で
あ
る
 。
」
と
い
 
は
 れ
る
理
由
を
検
討
す
る
。
さ
て
「
分
別
（
 士
 ォ
 
a
-
 
つ
 
じ
と
は
」
、
 
月
称
 

0
%
 
脱
句
論
 ヒ
 に
よ
れ
ば
「
心
の
行
 椙
 （
 
n
@
 
（
（
 

り
 。
 
っ
 「
 
u
n
 
ゅ
 「
 
り
 ）
 で
あ
る
。
」
 
二
 二
七
四
・
一
し
と
語
釈
さ
れ
る
。
で
は
そ
れ
 
は
 如
何
な
る
心
の
行
 相
 

で
あ
ら
う
が
。
 
司
 倶
舎
 め
珊
ヒ
 
に
よ
れ
ば
分
別
に
は
㈲
自
性
 、
 ㈲
 計
度
 、
㈲
 随
 念
の
三
種
が
あ
る
と
す
る
。
即
ち
「
 自
 性
分
別
（
の
 づ
 
a
 ヴ
オ
ゆ
づ
 

a
,
4
 
。
）
 

と
は
、
 
尋
 ?
 守
幸
 さ
で
あ
る
。
 
:
.
 
意
識
相
応
の
散
 慧
が
 計
度
 分
別
（
 p
d
 

す
ぎ
 

@
 
「
 
口
つ
 
い
 や
 
p
 ：
。
）
で
あ
り
、
も
し
く
は
 
定
 も
し
く
は
 散
 な
る
意
識
 

相
応
の
一
切
の
念
が
随
食
分
別
宮
 目
の
ヨ
 a
r
 
ぃ
思
よ
 。
）
で
 あ
る
ピ
コ
三
・
二
 
一
｜
 二
五
し
と
定
義
さ
れ
る
。
ま
た
 
五
 識
見
は
つ
ね
に
 有
 専
有
 

何
 で
あ
る
が
、
自
性
分
別
の
み
で
他
の
二
分
別
を
欠
く
 の
で
、
無
分
別
（
 
い
つ
 
@
 
ヰ
 
p
-
 
っ
牛
り
 ）
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
 こ
と
さ
ら
に
分
別
・
 
無
 

分
別
と
詮
議
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
 

意
 
・
 法
 
・
意
識
の
場
合
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
 ら
は
時
に
応
じ
て
㈲
 有
 

専
有
 伺
 、
㈲
 無
 専
有
 伺
 、
㈲
 無
尋
無
何
 と
な
る
。
即
ち
 同
じ
く
「
倶
舎
論
」
に
「
欲
界
と
初
静
慮
で
は
㈲
百
尋
 有
司
で
あ
り
、
・
中
間
 静
 

慮
 で
は
㈲
無
季
 有
何
 で
あ
り
、
第
二
静
慮
乃
至
有
頂
に
 お
い
て
は
 
円
 無
事
 無
何
 で
あ
る
。
」
 
コ
三
 ・
セ
 ー
 九
口
と
い
 は
れ
る
。
従
っ
て
分
別
 

は
慧
 
・
念
に
も
通
ず
る
が
、
自
性
分
別
は
尋
で
あ
る
。
 
ま
た
 伺
 （
 
ヰ
 
@
n
 
め
 ～
の
）
を
も
含
め
る
な
ら
ば
、
第
二
 %
 慮
以
 上
 で
は
無
毒
 無
何
 で
あ
 

る
か
ら
、
そ
れ
故
に
無
分
別
の
境
界
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 で
尋
何
 と
は
如
何
な
る
 心
 作
用
で
あ
り
、
両
者
の
相
異
 
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
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で、 静、 

あ 、 で、 

る、 あ 、 

り、 
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戯、 
込珊 

@ こ Ⅰ 

よ、 
つマ 

て、 
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さ 
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不、 
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で、 

あ 、 
る Ⅹ 
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木目、 
    
のヰ 
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抑
も
 、
勝
義
は
不
可
言
説
で
あ
り
、
言
説
を
司
る
寺
岡
 の
 働
く
境
界
を
超
越
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
 。
そ
れ
故
に
無
毒
 無
何
 の
 策
 

 
 

 
 

土
戸
 二
 静
慮
以
上
が
不
可
 言
 純
の
境
界
で
あ
る
と
考
へ
て
よ
い
 で
あ
ら
う
。
 

さ
ら
に
勝
義
な
る
空
は
不
可
言
説
で
あ
る
と
 

考
 へ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
補
足
す
れ
ば
、
 

初
 静
慮
 地
 に
属
す
る
 身
語
 の
 表
 

業
を
借
り
て
、
第
四
静
慮
に
い
た
る
ま
で
 

身
語
 の
 表
業
 が
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
に
よ
れ
ば
第
四
静
慮
 

以
 上
 が
不
可
言
説
の
境
界
 

で
あ
る
と
 
看
徴
 さ
れ
よ
 う
 。
し
か
し
真
諦
 
訳
 「
 
脾
節
 経
口
 に
 「
我
は
、
真
実
は
不
可
言
説
な
り
と
説
く
。
一
切
の
 

覚
 観
心
新
訳
の
尋
同
に
 

同
 

 
 

の
 境
を
過
ぐ
る
と
知
る
べ
し
。
」
Ⅰ
正
蔵
第
十
六
巻
 

セ
 一
二
 
c
 セ
 １
人
り
と
あ
る
こ
と
か
ら
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す
訃
 必
無
 か
朴
 び
か
 朴
 。
 訃
か
 奉
仕
 か
跡
訃
卜
 小
い
か
で
 

 
 

説
 （
 
呂
苧
ゴ
 
馬
尾
さ
で
あ
 

る
 。
ま
た
名
句
 文
 に
つ
い
て
も
、
「
倶
舎
論
 ヒ
 に
よ
れ
 ば
 
「
八
名
 身
等
は
 V
 欲
界
繋
と
色
界
繋
で
あ
る
。
百
師
 は
 説
く
、
無
色
界
繋
の
場
 

合
 も
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
不
可
舌
口
説
（
 
ド
コ
ぃ
 

6
%
 
斬
 づ
 
）
 
ゅ
 
）
で
あ
る
と
。
」
Ⅰ
八
二
・
四
り
と
 

ひ
 は
れ
る
の
で
あ
る
 か
ら
、
無
色
界
以
上
は
 

不
可
舌
口
説
で
あ
る
と
い
へ
る
。
さ
て
「
中
論
」
に
お
い
 
て
も
、
第
一
八
章
第
五
 偶
 に
「
分
別
か
ら
（
 せ
 
@
F
p
-
 

ロ
ぃ
 
（
 
り
廿
 
）
 
業
 ・
煩
悩
が
生
ず
る
。
 

分
別
は
戯
論
か
ら
起
る
。
し
か
し
て
戯
論
は
空
に
お
い
 
て
 滅
す
る
 ピ
 
三
五
 

0
.
 

四
 １
 %
 
 と
 説
か
れ
る
。
ま
た
 第
二
三
章
第
一
偶
に
は
 

「
 
貧
 
・
 瞑
 
，
凝
は
分
別
か
ら
生
ず
る
（
 き
旧
ガ
 
p
-
 
つ
い
 
も
 q
p
 
ヴ
 
Ⅰ
 
ヲ
う
廿
 
）
。
」
Ⅰ
四
五
一
・
九
 

｜
一
 O
U
 と
ひ
 
は
れ
て
ゐ
る
。
 
こ
の
場
合
「
分
別
 

（
 
き
且
 S
-
 
つ
い
 
）
と
は
円
月
称
の
語
釈
に
よ
れ
ば
「
 
尋
 （
 
せ
 
@
 
（
 
ド
 
（
 
牙
ぃ
 
）
で
あ
 ラ
ム
 

@
 
。
」
Ⅰ
四
五
一
・
一
一
口
 

す
 
@
 し
 
工
 
@
 Ⅰ
と
Ⅱ
 

ト
プ
ハ
り
 

。
従
っ
 て
 分
別
（
 4
@
 
ガ
 
p
-
 
ロ
ぃ
 
）
は
ョ
や
 

で
あ
る
と
考
へ
て
よ
い
。
ま
た
そ
れ
は
戯
論
か
ら
生
ず
る
 も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
言
説
を
原
因
と
 す
る
。
と
こ
ろ
で
戯
論
 

は
空
に
お
い
て
滅
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
 生
 ず
る
分
別
は
空
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
第
一
八
 章
男
 セ
 偶
に
「
心
行
が
 

滅
す
る
と
き
、
所
説
の
対
象
は
滅
す
る
。
何
故
な
ら
 法
 性
は
 、
不
生
不
滅
に
し
て
、
 浬
 磐
の
如
き
も
の
で
あ
る
 か
ら
。
」
 
宝
 二
八
四
・
三
 
｜
 

 
 

巴
 と
い
は
れ
る
の
も
、
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
れ
 故
に
「
中
論
 ヒ
 の
場
合
も
、
分
別
は
尋
で
あ
り
、
そ
れ
は
 言
説
を
司
る
 小
 作
用
で
 



地
 六
即
ち
第
二
静
慮
 V
 
に
は
尋
が
低
い
。
そ
れ
よ
り
以
上
 で
は
等
 持
 が
転
じ
て
寂
静
で
あ
る
 ピ
と
 説
か
れ
る
か
ら
 。
」
 ハ
 
正
蔵
第
二
十
九
巻
 セ
 

二
八
 b
 一
八
ロ
 と
 説
か
れ
る
如
く
で
あ
る
。
 

 
 

ま
た
次
に
「
㈲
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論
さ
れ
な
い
（
 ロ
 r
a
 
審
ひ
 c
a
@
 

「
 ぃ
ヮ
 
r
a
 
屡
ひ
 n
@
 
（
リ
 
ヨ
 ）
。
」
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ら
，
 
っ
が
 。
 先
づ
 
「
戯
論
 

a
 。
 
p
b
 
苫
 S
 ）
と
は
」
、
「
 明
 句
論
 L
 
に
は
「
対
象
を
戯
論
 す
る
語
で
あ
る
。
」
 
9
 二
七
三
・
九
り
と
定
義
さ
れ
る
。
 
そ
 れ
 故
に
「
戯
論
に
よ
っ
 

て
 戯
論
さ
れ
な
い
。
」
と
い
ふ
の
は
、
「
語
に
よ
っ
て
 
表
 明
 さ
れ
な
い
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
」
 

三
セ
 三
・
九
 ｜
一
 O
U
 

と
語
釈
さ
れ
る
。
 

従
っ
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
前
述
の
不
可
言
説
と
い
 ふ
 の
に
同
じ
い
。
し
か
し
戯
論
は
単
な
る
言
説
と
は
異
な
 る
 。
何
故
な
ら
 ぱ
、
前
 

逃
し
た
ら
 
う
 に
「
 業
と
 煩
悩
と
の
滅
か
ら
解
脱
が
あ
る
。
 

業
と
 煩
悩
と
は
分
別
よ
り
起
る
。
そ
れ
ら
は
戯
論
よ
り
 起
る
。
し
か
し
て
戯
論
 

は
空
に
お
い
て
滅
す
る
。
」
 
呈
 四
九
・
一
五
、
三
五
 0
.
 
｜
 五
口
と
説
か
れ
て
ゐ
る
 
や
う
 に
、
戯
論
は
業
・
 

の
 根
本
的
要
因
と
な
る
 

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
頂
き
乱
 
ぎ
 ㏄
は
「
戯
論
」
と
 漢
訳
さ
れ
る
や
 う
 に
 、
 負
の
価
を
も
っ
。
舌
口
説
が
負
の
 

価
 を
も
っ
戯
論
と
し
て
 

理
解
さ
れ
る
の
は
、
業
の
間
 頴
と
 深
く
関
る
。
詳
細
は
 

 
 

で
あ
る
。
即
ち
、
 
膀
義
 

善
 、
換
言
す
れ
ば
至
福
は
意
業
に
よ
り
て
達
せ
ら
れ
る
 の
で
あ
り
、
 
語
 業
及
び
身
業
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
何
 故
 な
ら
ば
、
二
業
の
働
 

く
と
こ
ろ
必
ず
煩
悩
を
と
も
な
ふ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
 か
く
し
て
達
せ
ら
れ
た
至
福
は
、
牟
尼
と
形
容
さ
れ
る
。
 牟
尼
（
 ヨ
ヒ
コ
 
一
）
と
は
 寂
 

黙
の
意
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
煩
悩
及
び
随
煩
悩
に
 よ
っ
て
作
ら
れ
た
舌
口
説
を
遠
離
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
 

て
 、
戯
論
寂
滅
と
い
ふ
 

の
は
、
牟
尼
な
る
勝
義
善
を
修
飾
す
る
語
句
で
あ
る
。
 い
ま
こ
こ
に
「
㈲
戯
論
に
よ
り
て
戯
論
さ
れ
な
い
。
」
と
 い
ふ
の
も
同
様
の
意
味
 

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
真
実
の
不
可
言
説
性
を
指
示
す
る
 と
 解
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
 

 
 

さ
て
以
上
に
検
討
し
た
や
 う
 に
、
真
実
が
不
可
舌
口
説
な
 
る
 牟
尼
の
境
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
 
㈲
他
を
縁
と
し
な
い
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に
 無
事
 無
 伺
の
第
二
静
慮
以
上
は
た
だ
ち
に
「
㈲
寂
静
 （
 ゆ
め
コ
 （
の
）
で
あ
る
。
」
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
順
正
理
 論
 」
に
「
契
経
に
「
 恢
 

@
t
 

ま
た
次
に
尋
 何
 は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
起
る
舌
口
説
が
散
 
動
 を
性
 と
す
る
も
の
て
あ
る
か
ら
、
不
寂
静
 ?
 綺
コ
 
（
巴
を
相
 と
す
る
。
従
っ
て
 逆
 

 
 



以
上
か
ら
我
々
は
、
真
実
が
不
可
言
説
で
あ
る
と
い
ふ
 結
論
を
導
出
し
得
た
と
思
ふ
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
限
り
 で
は
、
い
ま
だ
空
観
 

と
の
必
然
的
関
連
を
見
出
す
に
は
不
充
分
で
あ
る
。
 そ
 れ
 故
に
、
真
実
が
不
可
言
説
で
あ
る
と
い
は
れ
る
こ
と
の
 

  

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
先
に
我
々
が
戯
論
は
 業
と
 煩
悩
の
根
本
的
要
因
で
あ
る
と
述
べ
た
達
文
に
お
い
 て
 、
「
空
に
お
い
て
 戯
 

 
 

論
 が
滅
す
る
。
」
こ
と
に
言
及
し
た
。
ま
た
真
実
の
第
五
 
相
 と
し
て
、
「
㈲
不
異
義
で
あ
る
（
 
曲
コ
ゅ
コ
ゅ
 

「
（
 

ゴ
リ
 
ヨ
）
。
」
と
 
ひ
 は
れ
る
の
は
、
真
実
 

が
 
一
方
で
多
義
性
を
拒
否
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
っ
こ
と
 を
 指
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
空
観
と
交
渉
 す
 る
こ
と
を
示
す
も
の
で
 

 
 

あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
こ
に
い
 ふ
 
「
不
異
義
」
は
 、
第
 一
八
章
第
一
一
偶
に
「
不
一
義
、
不
異
義
で
あ
り
、
不
断
 、
本
宮
で
あ
る
。
 

が
 諸
仏
世
尊
の
甘
露
な
る
教
で
あ
る
。
」
二
毛
 セ
 ・
 

毛
と
説
か
れ
、
ま
た
帰
敬
偶
に
「
不
滅
、
不
生
、
不
 
断
 、
不
 常
 、
不
一
義
、
 

不
異
義
、
 

、
 、
、
 

@
 
 本
来
、
不
 去
 で
あ
り
、
戯
論
が
寂
滅
し
て
 吉
 祥
 な
る
縁
起
を
説
き
た
ま
 ふ
 五
等
覚
、
そ
の
 説
 者
中
の
最
 上
 な
る
彼
に
私
は
稽
首
 

す
る
。
」
 コ
 一
・
一
 
二
｜
 一
六
ロ
 と
 説
か
れ
る
不
異
義
と
含
 蓄
を
同
じ
く
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
 
す
れ
ば
、
八
不
の
縁
起
 

を
 志
向
す
る
。
そ
れ
故
に
不
可
言
説
な
る
真
実
は
空
観
 と
 密
接
な
関
連
を
保
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 寂
は
真
 実
の
不
可
言
説
性
に
対
す
 

る
 存
在
論
的
根
拠
は
 、
 既
に
拙
稿
「
「
中
論
 L
 の
二
諦
 ｜
 そ
の
 一
 
｜
 」
口
印
仏
所
第
二
 0
 巻
 第
一
号
 ロ
 で
解
明
し
た
か
ら
、
併
せ
 て
 参
照
さ
れ
た
い
じ
 

説
 

  

 
 

を
 検
討
し
た
結
果
、
 
n
 釜
 べ
は
不
可
舌
口
説
で
あ
る
こ
と
が
 承
認
さ
れ
る
と
思
ふ
。
 

 
 

口
説
で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
教
 
に
 通
達
す
る
に
は
三
口
説
を
必
 要
 と
せ
ず
、
そ
れ
故
に
真
実
 

 
 

あ
る
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
 

さ
 う
で
は
な
い
。
 
何
故
な
ら
ば
、
 

先
づ
 第
一
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（
 
p
 。
 
つ
ワ
へ
い
 

も
「
 
痒
 （
せ
 
い
ぜ
ぃ
ヨ
 

）
。
」
と
い
は
れ
得
る
。
即
ち
「
 
明
 句
論
 L
 の
語
釈
に
よ
れ
ば
。
「
そ
こ
に
は
縁
と
す
べ
き
 他
  
 

り
 他
者
の
説
示
に
よ
っ
て
 証
知
 さ
れ
ず
、
自
身
に
よ
っ
て
 の
み
領
解
さ
れ
る
。
」
 
三
ゼ
 三
・
一
り
と
い
ふ
意
味
で
 
あ
る
。
 

よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
 ば
 、
そ
れ
は
他
者
に
よ
る
伝
達
を
拒
 屯
 し
た
境
界
に
他
 な
 ら
な
 

証
 得
は
全
く
自
内
証
（
 っ
経
 （
 
せ
ゅ
ヰ
ヨ
ぃ
托
笘
ぃ
 

）
に
よ
う
ざ
る
 を
 得
な
い
の
で
あ
る
。
 

の
は
な
い
。
つ
ま
 

真
実
が
言
説
に
 

い
。
従
っ
て
そ
の
 



後
考
の
阿
毘
達
磨
に
論
か
属
す
る
。
論
（
 か
ゅ
 
の
（
 

r
a
 

）
 と
は
 、
例
へ
ば
 「
色
は
変
擬
す
る
が
故
に
色
て
あ
る
。
，
 

一
 云
々
 と
 分
析
す
る
 慧
 、
つ
ま
 

に
 、
 司
 倶
舎
論
し
に
は
阿
毘
達
磨
に
二
種
あ
る
と
さ
れ
る
 。
第
一
は
、
勝
義
の
そ
れ
で
あ
り
、
第
二
は
、
仮
名
の
 
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
 

三
世
俗
諦
の
語
拉
さ
て
勝
義
が
不
可
言
説
で
あ
 
る
と
解
す
る
こ
と
が
評
さ
れ
る
な
ら
ば
、
二
諦
説
の
構
造
 
 
 

言
説
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
 次
に
こ
の
点
を
清
辮
及
び
 月
 称
の
解
釈
を
手
掛
に
考
察
 す
る
。
 先
づ
 ㈲
 活
滞
に
 

つ
い
て
世
俗
諦
（
の
の
 

旧
 。
 廿
よ
 り
（
せ
こ
の
語
義
を
検
討
す
る
。
 

「
般
若
鷹
 論
 」
に
よ
れ
ば
、
「
世
間
世
俗
諦
と
は
世
間
の
 三
口
説
で
あ
る
。
即
ち
㈲
 

色
 等
の
諸
法
が
生
ず
る
 、
 住
す
る
、
滅
す
る
云
々
と
か
、
 ㈲
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
が
行
く
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
ミ
ト
ラ
が
 亜
 べ
る
、
ソ
ー
マ
 ダ
ッ
 

タ
が
 修
行
す
る
、
ブ
ラ
フ
マ
 ダ
ッ
タ
 が
解
脱
す
る
云
々
 と
 い
ふ
 こ
れ
ら
は
、
世
間
の
舌
口
説
で
あ
り
、
し
か
も
木
頭
 
倒
 で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
 

が
 世
間
世
俗
諦
で
あ
る
。
」
 口
 一
八
六
 
a
 四
口
と
説
か
れ
る
。
 
従
っ
て
こ
の
場
合
、
世
俗
（
 か
 さ
さ
 ミ
 。
 
き
 八
田
旧
せ
 
巾
 
（
 
@
 
）
 と
 は
 一
義
的
に
言
説
（
 
連
さ
 

窯
技
八
 v
 
）
 い
 
つ
 
い
ゴ
ゅ
 

（
 
り
 
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
舌
口
説
 
に
は
二
種
の
系
統
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
は
、
諸
法
の
生
 住
 滅
を
云
々
す
る
も
の
 

で
あ
り
、
第
二
は
、
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
が
行
く
な
ど
を
 一
 
五
々
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
所
謂
日
常
の
言
語
活
動
 で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
 

言
説
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
前
者
が
世
 間
の
言
説
で
あ
る
こ
と
に
は
、
多
少
の
説
明
を
必
要
と
 す
る
。
前
述
し
た
や
 
う
 

に
 、
仏
教
へ
の
通
達
は
、
仏
法
僧
に
対
す
る
帰
依
に
始
ま
 る
 。
し
か
も
 能
 帰
依
の
休
は
、
麗
姿
砂
肝
に
よ
れ
ば
、
 

屯
 旧
主
 
仏
 （
 
v
a
 
ヰ
 ー
二
日
 ぃ
ロ
ヱ
 
）
で
 

あ
る
。
譜
表
と
は
具
体
的
な
舌
口
語
表
現
の
こ
と
で
あ
る
。
 

従
っ
て
仏
教
の
通
達
に
と
っ
て
、
舌
口
説
は
不
可
欠
の
要
 

件
 で
あ
る
。
ま
た
第
二
 

に
 、
 龍
樹
は
 
「
三
口
説
に
依
ら
な
け
れ
ば
、
勝
義
は
説
示
さ
 
れ
な
い
。
」
と
明
確
に
説
い
て
 
ぬ
 る
の
で
あ
る
。
人
は
 、
 
龍
樹
 の
 一
 

自
性
を
こ
こ
に
認
め
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
可
 壬
 
-
 
口
説
な
る
勝
義
が
言
説
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
と
い
ふ
 
こ
 と
は
、
い
か
に
も
構
音
 

し
た
表
現
で
あ
り
、
俄
に
は
首
肯
 し
 難
い
。
こ
こ
に
お
 い
て
我
々
は
二
諦
説
の
核
心
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
 は
 次
の
如
く
要
約
で
き
 

 
 

 
 

 
 

る
、
 
即
ち
勝
義
が
不
可
舌
ロ
説
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
 

壬
 
一
口
説
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
の
言
説
 

と
は
一
休
如
何
な
る
も
 

 
 

 
 

の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
 ，
 
め
 う
か
と
。
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性
が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
物
理
的
に
か
か
 

浄
 か
が
、
偶
然
性
に
依
存
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

諦
甲
 ，
 

ゆ
有
 
徹
底
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
中
論
し
の
無
目
性
空
の
主
 

、
つ
ま
り
世
俗
 

有
 で
あ
る
と
主
張
す
る
。
何
故
 

ナ
 

 
 

が
、
 
実
は
さ
う
で
は
な
く
て
 

 
 
土
弓
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
 

万
世
俗
 有
 と
い
ふ
の
は
、
 

 
 

換
言
す
れ
ば
、
存
在
と
そ
れ
 

  

を
 指
示
す
る
名
称
 

 
 と

が
、
  

 

 
 

世
俗
智
の
対
象
と
な
る
も
の
で
 

 
 

 
 

r
p
 
日
曲
 「
（
 
オ
キ
 の
 ぃ
 
（
）
と
、
 
園
 漸
次
男
女
等
を
指
す
世
俗
 有
 
（
 
の
 眉
 4
%
 
（
 
@
.
 
の
 ド
 （
）
と
に
分
け
る
。
 

 
 

即
ち
 
勝
爵
 
か
か
い
お
か
か
 

、
朔
 
～
 
い
む
 
お
か
か
か
 

か
チ
チ
甲
肝
 

（
の
 

づ
 
p
d
 

す
 
似
せ
 

簿
 
）
を
有
っ
存
在
で
あ
る
。
 

び
、
 
如
か
か
か
歩
合
ひ
い
 

帝
 都
か
際
 
於
が
宙
 
自
い
 

あ
り
、
か
か
か
 

帝
訃
訃
 
と
い
か
が
い
い
か
 

お
 か
 絡
 

で 

あ 
る 

こ
れ
を
慧
の
対
象
で
あ
る
 

有
 （
の
の
 

仔
 
）
に
そ
く
し
て
敷
桁
 

す
る
な
ら
ば
、
有
部
で
は
有
を
日
色
等
の
諸
法
を
指
す
 

勝
義
 有
 （
 
瀋
 

り
一
 ・
 
慧
 （
で
三
か
 

ゆ
 
）
 と
ほ
 法
の
簡
択
（
 
年
 
ず
 
い
 
（
 
ヨ
い
 
も
 *
p
 

ィ
 
@
n
p
 

せ
り
 
）
で
あ
る
。
」
と
定
義
さ
れ
る
場
合
の
慧
の
働
き
に
よ
る
 

舌
口
説
ハ
リ
ア
し
と
で
あ
る
。
 

論
 が
仮
名
の
阿
毘
達
磨
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
 

倶
茶
 
ロ
誌
」
等
の
阿
毘
達
磨
 

諭
崔
が
 、
勝
義
を
得
る
た
め
の
 
資
 
 
 

る
 。
従
っ
て
こ
れ
は
阿
良
 
達
 恰
の
存
在
理
由
で
あ
る
と
 
い
 へ
る
。
し
か
る
に
 
清
辮
 に
と
っ
て
、
こ
の
論
は
単
に
 
世
間
の
言
説
に
過
ぎ
な
 

い
 。
こ
の
点
は
、
 同
 
恩
沢
 炎
 」
に
も
「
世
俗
と
は
 色
等
 の
 諸
法
を
簡
択
す
る
義
に
よ
る
。
」
八
六
 

O
a
 四
 り
と
あ
る
 こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
 

る
 。
 

で
は
 日
 
倶
舎
論
 L
 に
お
い
て
勝
義
に
随
順
す
る
仮
名
の
阿
 

毘
 達
磨
に
属
し
て
 
ぬ
 た
も
の
が
、
単
に
世
俗
で
あ
る
と
 

看
徴
 さ
れ
る
の
は
 
何
 

故
 で
あ
ら
う
か
。
こ
こ
に
我
々
は
有
部
と
中
観
の
立
場
 

の
 相
違
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
簡
略
に
述
べ
る
な
ら
 

ば
 、
そ
れ
は
有
部
の
立
 

牡
 に
お
い
て
勝
義
 
有
 と
し
て
の
 法
 と
認
め
ら
れ
て
ゐ
 
た
 も
の
が
、
中
観
派
の
清
 
帰
 に
と
っ
て
は
言
説
、
つ
ま
り
 
世
 俗
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
 

 
 



有
る
の
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
を
否
定
 コ
 
9
 る
な
ら
ば
阿
舎
 を
違
 害
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
主
旨
の
敵
者
 の
 難
詰
を
紹
介
し
た
後
 

に
、
 次
の
や
 う
 に
反
論
し
て
ゐ
る
。
即
ち
 一
 
，
 
世
 噂
が
経
に
 、
 ㍉
諸
家
は
か
く
有
る
 
ピ
と
 説
か
れ
る
そ
の
こ
と
は
、
 

そ
れ
ら
を
説
く
こ
と
に
 

 
 

よ
っ
て
所
化
に
応
じ
て
 恕
悲
 に
よ
り
言
説
と
し
て
 
極
 成
せ
 る
も
の
を
舌
口
説
 諦
と
 施
設
す
る
の
で
あ
っ
て
、
勝
義
と
 し
て
 諸
界
 が
有
る
の
で
 

は
な
い
。
ま
た
入
言
説
と
し
て
 V
 諸
 界
は
有
る
の
で
あ
 る
か
ら
、
阿
舎
年
三
遅
害
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
 

い
の
で
あ
 

八
つ
。
」
八
一
ハ
Ⅱ
Ⅰ
 

フ
 

八
 

a
 Ⅰ
八
ロ
 
と
 。
従
っ
て
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
有
部
の
 法
 の
 体
系
で
勝
義
 有
 と
看
 徴
 さ
れ
て
ゐ
 
た
 法
が
、
実
有
 批
 判
を
通
じ
て
仮
有
と
考
 

へ
ら
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
の
や
う
な
 有
 自
性
の
法
を
簡
択
す
る
慧
の
働
き
は
、
勝
義
に
順
 ず
 る
も
の
で
は
な
く
、
 
瓶
 

古
 等
の
有
を
語
る
の
に
同
じ
く
、
世
間
の
言
説
に
他
 な
，
 う
な
い
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
 

 
 

い
ふ
 点
に
つ
い
て
は
、
㍉
般
若
 燈
論
 L
 に
 は
 
「
こ
れ
ら
は
 世
間
の
舌
口
説
で
あ
る
 

か
ら
、
本
師
 御
 で
あ
る
か
ら
。
」
 二
 一
八
六
 a
 巴
 と
い
 ひ
 、
ま
た
「
恩
沢
 炎
 L
 に
は
「
世
俗
と
は
 
色
 等
の
法
を
簡
択
 す
る
義
に
よ
る
。
即
ち
 

木
頭
 側
 な
 苫
説
 で
あ
る
。
そ
れ
が
諦
で
あ
る
。
一
切
の
 安
上
に
お
い
て
世
間
の
量
で
あ
る
か
ら
。
」
口
入
 
O
a
 

四
口
 

と
 述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 

従
 二
 %
 茜
臣
 そ
の
も
の
に
真
実
性
 す
音
ル
 
め
て
ゐ
る
も
の
 
の
 如
く
に
見
え
る
。
 

 
 

 
 

関
し
て
三
つ
の
解
釈
 

を
 挙
げ
て
ゐ
る
。
即
ち
同
朋
句
論
 ヒ
に
 
「
 け
 世
俗
と
は
 遍
く
 覆
陣
 す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
世
俗
と
は
 一
切
句
義
の
真
実
を
遍
 

く
覆
陣
 す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 
佃
如
 の
こ
と
で
あ
る
と
 い
 は
れ
る
。
㈲
世
俗
と
は
相
互
依
存
で
あ
る
。
な
ん
と
な
 れ
ば
相
互
に
依
存
す
る
 

も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
㈲
世
俗
と
は
 坂
 老
入
あ
る
ひ
は
 印
定
 V
 、
即
ち
世
間
の
言
説
の
意
で
あ
る
 。
ま
た
そ
れ
は
 能
 論
所
 

詮
 
・
 能
知
 所
知
等
の
相
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
口
四
九
 
二
・
一
①
 ｜
 二
コ
 
と
 説
か
れ
て
ゐ
る
。
 
先
づ
 第
三
の
解
 祝
 は
、
所
酒
 哩
 @
 
口
説
を
指
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言
説
に
よ
っ
て
仮
に
施
設
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
 い
ふ
 見
解
は
、
 
清
 辮
も
随
処
に
力
説
し
て
ゐ
る
。
一
例
を
 挙
げ
る
と
、
同
般
若
 
鷹
 
6
 

 
 

諭
 し
第
五
 %
 
の
 旧
 回
に
有
部
が
、
 
1
 
大
王
 よ
 、
こ
れ
ら
 六
 界
は
 亡
夫
で
あ
る
。
」
と
説
く
 
阿
 含
を
引
用
し
て
、
 
地
等
 の
 六
界
が
勝
義
と
し
て
 



龍樹の 

で
は
世
俗
が
 
覆
障
 、
即
ち
無
知
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
 

そ
 れ
が
諦
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ら
 

 
 

め
 や
 う
 に
解
釈
す
る
。
即
ち
 
司
 
正
理
 海
 L
 に
「
白
箸
が
世
 
俗
の
面
に
お
い
て
 

諦
 と
し
て
安
上
さ
れ
る
世
俗
と
は
、
 

諸
法
に
は
自
性
と
し
て
 
8
 

障
を
意
味
す
る
も
の
と
説
明
盛
る
。
 

%
 
 り
 、
一
切
の
世
俗
が
 
覆
 

さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
」
三
五
二
 

b
 入
 り
と
 宗
喀
 巴
が
 補
足
す
る
如
く
で
あ
 

 
 

 
 
 
 

す
と
考
へ
て
よ
い
。
ま
た
「
 能
 論
所
詮
・
 能
知
 所
知
等
 の
 相
を
有
す
る
も
の
」
と
い
う
補
足
に
よ
り
、
勝
義
で
は
 な
い
 蕊
処
界
 ・
聖
詔
 

縁
起
等
を
説
く
も
の
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
有
部
で
勝
 義
有
 の
 法
 と
看
 徴
 さ
れ
て
ゐ
た
も
の
を
世
俗
と
し
て
ゐ
る
 と
 思
は
れ
る
。
ま
た
 次
 

に
 、
第
二
の
相
互
依
存
と
い
ふ
こ
と
は
、
縁
起
を
指
す
。
 宗
喀
巴
の
㍉
正
理
 海
 」
に
よ
れ
ば
、
「
世
俗
と
は
相
互
 依
存
の
意
味
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
諸
法
が
相
互
に
依
存
す
べ
き
で
あ
っ
て
そ
れ
自
体
 に
 忍
受
す
る
自
性
が
有
る
と
い
ふ
の
は
真
実
で
は
な
い
 と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
 
し
 

二
 二
五
三
 
a
 一
 
り
と
説
明
さ
れ
る
。
従
っ
て
諸
法
は
世
俗
 と
し
て
も
無
目
性
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
世
俗
 
有
 自
性
の
立
場
を
取
る
 清
 

辮
と
 拮
抗
す
る
重
要
な
点
で
あ
る
。
さ
て
第
一
の
世
俗
 を
覆
障
 と
す
る
見
解
は
、
 月
 称
の
世
俗
解
釈
に
最
も
独
得
 な
 色
彩
を
与
へ
て
ゐ
る
 

も
の
で
あ
る
。
同
様
の
解
釈
は
既
に
「
 毘
婆
沙
論
 」
に
 も
み
え
る
。
即
ち
同
論
に
「
 声
 論
者
八
と
は
 
ぬ
り
ヴ
 

&
@
 
ガ
 p
 
、
 文
典
 家
 の
こ
と
で
あ
る
。
Ⅴ
 

は
 説
く
、
こ
の
世
俗
智
は
諸
 知
 の
種
繭
す
る
と
こ
ろ
と
 な
る
。
 器
 中
の
物
が
器
の
覆
 敵
 す
る
と
こ
ろ
の
如
し
。
 故
 に
 世
俗
 と
 名
づ
く
。
」
 

宝
蔵
第
二
十
八
巻
五
四
八
 
b
 ニ
 O
 １
 %
 
こ
と
あ
り
、
か
な
 
り
 古
い
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
ま
た
こ
れ
 に
も
と
づ
い
て
、
義
浄
 

は
 「
南
海
寄
帰
内
法
伝
 ヒ
 に
お
い
て
世
俗
諦
を
改
め
て
 覆
 俗
諦
と
し
て
ゐ
る
 
口
 
正
蔵
五
十
四
巻
、
二
二
八
 
b
 七
 U
 
。
 従
 っ
て
後
代
で
は
こ
の
や
 

う
な
解
釈
が
有
 勢
 で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
と
 も
か
く
と
し
て
、
重
要
な
点
は
、
中
観
派
で
こ
の
解
釈
 
を
 最
初
に
か
っ
全
面
的
 

に
 採
用
し
た
の
は
 月
称
 で
あ
る
と
い
ふ
事
実
で
あ
る
。
 少
 な
く
と
も
現
存
す
る
文
献
に
よ
る
限
り
さ
う
で
あ
る
。
 ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
 世
 

俗
解
釈
の
第
一
に
掲
げ
た
の
で
あ
ら
う
と
想
像
さ
れ
る
。
 し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
他
の
解
釈
を
妨
げ
る
も
の
 て
は
決
し
て
な
い
。
 即
 

ち
 口
正
理
 
海
 L
 に
「
こ
れ
は
世
俗
の
訳
語
が
覆
 障
 の
 意
 味
 に
用
ひ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
世
俗
の
一
部
と
 し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
 



め
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
 

諦
 と
し
て
安
上
す
る
の
は
 慧
 の
面
で
あ
る
。
…
同
様
に
「
人
中
論
」
に
「
愚
痴
は
自
 性
 を
覆
 陣
 す
る
か
ら
 世
 

俗
 で
あ
る
。
所
作
な
る
が
故
に
、
そ
れ
に
よ
り
 諦
 と
あ
 ，
 
ら
 は
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
世
俗
諦
で
あ
る
と
か
の
牟
尼
は
 説
き
 結
 う
た
。
所
作
で
 

あ
る
諸
法
は
世
俗
で
あ
る
。
 
ヒ
と
 説
か
れ
、
こ
れ
に
つ
い
 て
 
「
人
中
論
 釈
 」
に
「
か
く
 先
づ
 有
文
に
よ
り
遍
く
 摂
 せ
ら
れ
る
も
の
が
、
 
染
 

汚
 無
明
の
 力
 に
よ
り
世
俗
諦
 と
 安
土
さ
れ
る
。
ま
た
そ
 れ
は
声
聞
・
独
覚
・
菩
薩
、
即
ち
染
汚
無
明
を
断
じ
て
、
 行
色
は
影
像
等
が
有
る
 

に
 似
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
者
に
は
、
所
作
の
自
性
で
は
 あ
っ
て
も
諦
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
諦
に
対
す
る
 我
執
が
低
い
の
で
あ
る
 

か
ら
。
凡
夫
に
は
虚
妄
で
あ
る
が
、
彼
等
以
外
の
者
に
 は
 幼
等
の
や
う
に
、
縁
起
に
よ
っ
て
 唯
 世
俗
に
過
ぎ
な
い
 。
」
と
説
か
れ
る
の
は
、
 

世
俗
諦
が
有
る
と
女
工
す
る
の
は
、
無
明
に
よ
っ
て
 有
 る
と
 安
立
 す
る
の
で
あ
っ
て
、
染
汚
無
明
を
断
じ
た
声
聞
 ・
独
覚
・
菩
薩
の
側
で
 

ほ
 世
俗
諦
を
安
立
し
な
い
と
示
す
の
で
あ
る
。
」
 

二
 二
五
二
一
 

b
 二
以
下
り
と
述
べ
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
本
来
真
実
 性
を
欠
く
世
俗
が
諦
で
 

あ
る
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
染
汚
無
明
が
そ
れ
を
 真
 実
で
あ
る
と
執
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
染
汚
無
明
 を
 断
じ
た
者
に
は
 唯
世
 

裕
 の
み
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
 月
称
 の
 壬
 
-
 
口
薬
に
世
俗
と
し
て
真
実
で
あ
る
か
ら
世
俗
諦
で
あ
る
と
 い
ふ
の
は
、
無
明
が
世
 

俗
の
面
に
諦
を
作
る
の
で
あ
っ
て
、
言
説
そ
の
も
の
が
 真
実
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
 言
説
そ
の
も
の
に
万
頭
 

御
な
価
値
を
認
め
る
 清
辮
 と
は
著
し
く
相
異
す
る
の
で
 あ
る
。
 

大
世
俗
智
に
つ
い
て
以
上
に
お
い
て
我
々
は
㈲
 
清
辮
と
 ㈲
 月
称
 と
に
つ
き
世
俗
諦
の
解
釈
を
考
察
し
た
。
 

し
か
ら
ば
、
こ
れ
ら
 

の
 解
釈
は
龍
樹
の
意
図
を
満
足
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
か
。
 先
づ
 ㈹
 清
辮
は
 、
世
俗
を
専
，
全
高
説
で
あ
る
と
規
定
す
 
る
 。
し
か
し
そ
の
三
口
 弍
叫
仙
 

 
 

は
清
辮
 自
身
い
み
じ
く
も
世
間
の
 G
q
 ～
 
め
べ
き
 Ⅹ
 か
ヒ
 
～
 ム
 p
E
 
F
@
 
ガ
ハ
 
）
と
形
容
す
る
や
う
に
、
勝
義
に
関
与
し
な
い
。
 

従
 っ
て
不
同
旨
口
説
の
勝
義
 

が
 説
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
先
に
勝
義
 諦
の
個
所
で
指
摘
し
た
や
 う
 に
、
 清
 辮
は
仮
名
の
勝
義
 諦
 と
い
ふ
一
種
の
言
説
を
 

老
，
 へ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
「
諸
法
の
生
滅
を
迦
 辿
 す
る
 こ
と
に
随
順
し
て
不
生
等
を
説
示
す
る
こ
と
及
び
 聞
思
修
 等
所
成
 の
 慧
 」
と
説
か
 

(534) 

成
就
す
る
自
体
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

八
 そ
れ
が
 
Ⅴ
有
る
と
増
益
す
る
無
明
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
法
に
は
 諦
 と
し
て
成
就
す
べ
き
も
 

 
 

 
 



龍 樹の二諦 説 

規
定
を
試
 る
 。
 

先
づ
 智
に
は
大
別
し
て
い
有
漏
と
㈲
無
漏
と
の
二
種
 
が
 認
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
前
者
の
有
漏
の
智
が
 今
 問
題
 と
す
る
世
俗
智
で
あ
 

る
 。
智
見
第
二
偶
に
、
「
智
は
有
漏
と
無
漏
と
で
あ
る
。
 @
 
刊
 者
が
世
俗
智
で
あ
る
。
」
三
九
一
・
一
六
、
一
八
 
U
 と
あ
 り
 、
長
行
状
 に
 「
有
漏
 

な
る
 智
 、
そ
れ
が
世
俗
智
で
あ
る
。
多
く
 瓶
衣
 男
女
等
 0
 世
俗
を
八
 境
 と
し
て
 V
 取
る
か
ら
で
あ
る
。
」
三
九
二
 ・
一
リ
 
と
 定
義
さ
れ
る
。
 

浩
智
・
 類
皆
 が
無
漏
で
あ
る
の
に
対
し
て
世
俗
智
は
有
 漏
 で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
多
く
の
場
合
 瓶
成
 男
女
等
の
世
 俗
を
所
縁
と
す
る
と
こ
 

ろ
か
ら
、
世
俗
の
名
称
を
得
る
の
で
あ
る
。
安
意
の
 司
 
倶
舎
 釈
 真
実
義
」
に
よ
れ
ば
、
世
俗
と
は
「
親
友
男
女
等
 の
 存
在
で
言
説
の
支
分
 

（
～
い
さ
 

り
苗
俺
 

も
か
 
ヒ
 ～
 セ
 Ⅰ
 
さ
 ぎ
め
 

ハ
ミ
ド
 

八
 

べ
い
 
す
め
Ⅰ
 

ぎ
零
 ）
 L
 
し
 な
る
 も
 
コ
 の
 」
 ハ
い
き
っ
め
ま
 

き
つ
さ
寸
ロ
 

キ
 
～
 ま
 曲
の
 
っ
 
目
下
Ⅰ
 
ヘ
 寺
本
 
Q
 
笘
も
Ⅰ
 
き
 
～
 ぺ
 
㎏
 セ
 

  

ぬ
ゑ
鮭
 か
ぎ
 き
曲
 き
め
 せ
 Ⅰ
 ぎ
 北
京
阪
西
蔵
大
蔵
経
第
一
四
 

セ
巻
 四
四
二
 a
 己
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
 

満
増
の
 「
倶
舎
註
疏
 随
 相
口
に
 

 
 
 
 

よ
る
と
「
世
間
の
言
説
は
 、
 多
く
の
場
合
 
色
等
 の
 種
 聚
に
 依
る
も
の
で
あ
り
、
 色
等
 の
 自
相
 ・
 共
相
 に
依
る
も
 の
で
は
な
い
 ピ
 
R
 討
っ
 
め
 

れ
る
か
ら
。
不
可
舌
口
説
の
勝
義
を
説
示
す
る
中
観
的
 

@
 説
を
意
図
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
。
 

そ
れ
は
勝
義
を
証
 
得
す
 

る
 方
便
と
規
定
さ
れ
る
や
う
に
、
加
行
位
の
言
説
と
考
 

へ
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
言
説
は
不
可
言
説
の
勝
義
に
 

達
す
る
階
梯
に
す
ぎ
な
 

い
 。
次
に
㈲
 月
 称
は
少
分
に
お
い
て
世
俗
を
言
説
と
も
 

解
 す
る
。
し
か
し
力
点
は
む
し
ろ
世
俗
を
覆
 

障
 の
 煮
 、
 っ
 ま
り
無
智
と
す
る
と
こ
 

ろ
に
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
従
っ
て
世
俗
は
基
本
的
に
 

キ
 
一
口
説
で
あ
る
と
す
る
見
解
か
ら
は
逸
脱
し
て
み
る
と
い
 

ひ
 う
る
。
 

で
は
世
俗
を
ど
の
や
 
う
 に
解
す
る
な
ら
ば
、
 
龍
 樹
の
意
図
 を
 満
足
し
 ぅ
 る
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
 
先
づ
 世
俗
諦
の
 
世
俗
が
世
俗
智
の
世
 

俗
に
通
ず
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
続
い
て
世
俗
が
 

基
本
的
に
は
舌
口
説
を
体
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
他
の
要
素
 

を
 含
む
こ
と
を
明
ら
か
 

に
す
る
。
か
く
し
て
不
可
言
説
の
真
実
が
説
示
さ
れ
う
る
 

と
い
ふ
一
見
矛
盾
し
た
言
明
を
解
決
で
き
る
こ
と
を
 

以
 下
 に
論
究
す
る
。
 

宮
旧
づ
 
「
（
 

@
l
 

窩
ゅ
コ
リ
 

）
に
つ
い
て
の
簡
単
な
解
説
は
 
、
 同
毘
婆
沙
論
 
b
 呈
 四
八
 
b
 九
 り
に
も
み
え
る
。
し
か
し
 
総
括
的
か
っ
詳
細
な
 

説
明
は
 、
 Ⅰ
倶
舎
論
 
ヒ
 分
別
智
見
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
 

で
 我
々
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
二
諦
 

説
 と
関
連
す
る
 限
 り
で
、
世
俗
智
の
概
念
 



ま
た
 依
此
 の
間
 題
は
 つ
い
て
み
る
と
、
第
九
 掲
に
 「
 初
 は
 一
切
 地
 に
お
い
て
で
あ
る
。
」
八
四
 

0
 二
・
九
口
と
あ
り
、
 
長
行
狭
に
は
「
 欲
 

に
 於
け
る
よ
り
乃
至
有
頂
に
お
け
る
ま
で
。
」
八
四
 
0
 二
 ・
 一
 
O
U
 と
説
明
さ
れ
る
。
次
に
世
俗
智
を
成
ず
る
者
は
 
誰
か
と
い
ふ
問
題
を
 

察
す
る
と
、
「
 先
づ
 凡
夫
は
一
管
 と
 相
応
す
る
、
即
ち
 世
 俗
智
と
。
」
八
四
 

0
 五
 ・
セ
ロ
 と
い
 は
れ
る
。
こ
れ
よ
り
 凡
 夫
は
唯
だ
 世
俗
智
の
 

を
 成
就
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
聖
者
も
「
 未
離
 欲
の
者
は
、
苦
渋
害
悪
に
お
い
て
一
世
俗
智
と
の
み
 相
 応
 す
る
。
」
八
四
 

0
 五
 ・
 

0
 」
と
い
は
れ
る
か
ら
、
聖
者
の
う
ち
 末
離
 欲
の
者
が
世
 俗
智
と
相
応
す
る
こ
と
が
判
る
。
ま
た
見
道
十
五
応
に
 お
い
て
は
、
「
そ
こ
 に 一 み 老 男 

き 
る 

&
 叢
ヒ
 ～
 さ
豊
八
 ミ
き
 ぃ
鼠
宙
ム
旨
牛
 さ
か
ら
で
あ
る
。
 
そ
 れ
 故
に
自
性
に
よ
っ
て
世
俗
智
が
建
立
さ
れ
 

に
よ
る
の
で
は
な
い
。
」
口
四
四
八
 a
 五
 、
二
七
四
 a
 六
口
と
 解
説
さ
れ
る
。
従
っ
て
世
俗
智
は
言
説
を
 

う
る
。
ま
た
「
勝
義
を
知
ら
な
い
。
」
と
い
ふ
の
は
、
 

世
 俗
智
が
有
漏
で
あ
る
こ
と
 ゑ
二
 小
す
。
以
上
 

 
 

 
 言

説
を
本
質
と
し
、
㈲
多
く
世
俗
 有 を
 所
縁
と
す
る
こ
と
か
ら
世
俗
と
形
容
さ
れ
 得

る
の
で
あ
っ
て
、
 
対
 冶
や
行
相
等
 

休
 と
す
る
点
に
本
質
が
あ
る
と
い
 ひ
 

 
 

を
 要
約
す
れ
ば
、
世
俗
智
と
は
、
 

け
 

 
 

る
 智
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
 

ま
ヰ
っ
お
 
㌧
 Q
 ミ
 @
.
 
き
も
拓
も
目
ト
Ⅰ
 

へ
ト
申
 
Ⅰ
 ぃ
 ～
Ⅰ
 
み
 Ⅰ
も
 ま
ヰ
 
捺
さ
Ⅰ
 

お
あ
 Ⅰ
 
軋
下
 Ⅰ
 ～
「
 

h
n
 

め
薫
や
ヮ
 「
 a
 ふ
き
め
 Q
 
め
輯
 。
 ぎ
 北
京
坂
西
蔵
大
蔵
経
 第
 一
一
八
巻
 二
セ
 O
a
 

一
ニ
 

と
 説
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
 放
 こ
こ
に
い
 ふ
 世
俗
 と
は
、
世
俗
有
を
指
す
と
考
へ
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
 言
 説
の
対
象
と
な
る
も
の
 

で
あ
る
。
要
約
す
る
と
、
世
俗
智
と
は
、
多
く
の
場
合
に
 世
俗
有
を
所
縁
と
し
て
働
く
有
漏
の
智
で
あ
る
。
「
多
く
 の
場
合
に
（
 っ
 r
a
 
ぜ
の
コ
ぃ
 

）
」
 

と
限
定
さ
れ
る
の
は
、
第
三
偶
に
「
世
俗
智
は
一
切
を
 境
 と
す
る
。
」
三
九
二
・
六
口
と
説
か
れ
、
長
行
 
釈
に
 
「
 世
 俗
智
の
所
縁
は
有
為
 無
 

為
 の
一
切
法
で
あ
る
。
」
三
九
二
・
 
と
 と
ひ
は
れ
る
や
，
 っ
に
 、
所
縁
が
世
俗
 有
 の
み
に
限
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
 る
の
で
あ
る
。
さ
て
 今
 

は
 所
縁
の
差
別
に
も
と
づ
い
て
世
俗
智
 と
 名
づ
け
ら
れ
 る
の
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
世
俗
智
は
ま
た
そ
の
木
 質
の
面
か
ら
も
規
定
さ
 

れ
る
。
「
自
性
に
よ
っ
て
（
の
 4
%
 
ゴ
ォ
ゅ
 

せ
り
（
の
の
）
世
俗
智
で
あ
 

る
 。
何
故
な
ら
ば
勝
義
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
 ハ
 三
九
五
二
己
と
い
う
の
 

 
 

が
 、
そ
れ
で
あ
る
。
「
自
性
に
よ
っ
て
」
と
い
う
意
味
・
は
 
、
 安
 慧
及
び
 満
 増
の
註
釈
に
よ
れ
ば
、
「
舌
口
説
を
休
と
す
 
る
 （
 
き
俺
の
 ぁ
ぬ
も
 
下
 ミ
す
も
Ⅰ
㎏
 (536)  90 



㌍
 
ら
 注
意
さ
れ
た
い
。
 

 
 

龍
 

さ
ら
に
舌
口
説
と
関
連
す
る
も
の
に
、
 
四
無
擬
解
 の
う
ち
 、
 法
無
擬
解
と
詞
無
擬
解
 と
は
世
俗
智
で
あ
る
と
い
は
 れ
る
。
第
三
九
偶
に
 
9
 

い
 。
悲
の
如
く
に
。
」
ロ
四
一
四
・
一
八
 ｜
 一
九
リ
 と
 釈
明
さ
 れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
先
に
指
摘
し
た
や
 う
 に
世
俗
智
 は
 言
説
を
 

説
 嚇

体
 と
す
る
。
従
っ
て
世
俗
智
に
属
す
る
大
悲
も
ま
た
 舌
口
説
を
休
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
 

点
は
後
に
も
論
点
と
な
る
か
 
靱
 

 
 

お
い
て
も
 三
類
 に
お
い
て
世
俗
入
管
Ⅴ
が
 
八
 修
さ
れ
る
 v
 。
」
口
四
 
0
 六
・
四
口
と
第
二
 0
 褐
に
 沈
 か
れ
、
良
行
 釈
 に
 
「
そ
の
見
道
に
お
い
 

て
は
世
俗
智
も
修
さ
れ
る
、
苦
笑
 
滅
 の
豆
類
 智
 に
お
い
 て
 。
」
口
四
 
0
 六
・
五
口
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
 世 俗
智
は
無
始
よ
り
苦
を
 

知
り
、
集
を
断
じ
、
滅
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
 同
 様
に
無
漏
の
類
 智
 を
も
っ
て
苦
を
知
り
、
集
を
断
じ
、
 

滅
 を
証
す
る
か
ら
、
 
三
類
 

皆
 の
一
一
に
世
俗
智
を
修
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
 も
こ
れ
は
、
三
諦
の
一
一
を
現
 観
 し
た
後
に
修
得
す
る
も
 の
で
あ
る
か
ら
、
親
親
 

辺
の
世
俗
智
と
も
称
さ
れ
る
。
即
ち
「
そ
れ
故
に
こ
そ
 こ
の
世
俗
智
は
対
雛
後
の
も
の
と
称
さ
れ
る
 
ピ
穴
四
 0
 上
 
ハ
 ・
 入
 り
と
あ
り
、
そ
の
 

理
由
は
「
出
世
間
道
の
 力
 に
よ
り
、
 出
観
 し
た
者
が
諦
を
 所
縁
と
す
る
極
め
て
す
ぐ
れ
た
世
間
の
智
を
現
前
せ
し
 め
る
世
俗
智
が
修
得
さ
 

Ⅱ
リ
 

た
 ブ
ハ
 

も
の
で
あ
 ム
リ
 

@
 。
」
口
四
 
o
U
o
 

エ
ハ
・
 
三
 一
口
 

ナ
し
究
明
 

@
 

占
二
 

@
 
Ⅱ
Ⅱ
 

ム
 て
 ハ
 
7
 り
 
る
 。
換
言
す
れ
ば
、
 

尽
智
 
，
撫
生
智
の
勝
義
 
皆
 が
 、
出
 観
 時
に
後
得
智
と
し
て
 

世
俗
に
渉
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
 「
勝
義
な
る
も
の
は
世
俗
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
 

呈
 九
九
，
 ニ
 上
巳
と
い
は
 

れ
る
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
我
々
が
指
摘
し
た
「
 世
俗
智
は
勝
義
を
知
ら
な
い
。
」
と
い
ふ
一
文
と
と
も
に
 、
二
諦
説
の
解
明
に
資
 

助
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

次
に
最
も
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
大
悲
（
 ヨ
菩
め
 
下
 へ
 
C
 づ
 
ゅ
 ）
が
世
俗
智
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
 。
即
ち
第
三
三
 掲
 

に
 
「
大
悲
は
世
俗
智
で
あ
る
。
」
八
四
一
四
・
一
 セ
 U
 と
い
 は
れ
、
長
行
 釈
 に
は
「
大
悲
は
世
俗
智
を
休
と
す
る
。
」
 

八
四
一
四
・
一
八
口
と
説
 

か
れ
て
ゐ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
「
も
し
さ
う
で
な
い
な
 ら
八
 換
言
す
れ
ば
、
大
悲
が
悲
の
や
う
に
 燕
 脂
の
性
で
あ
っ
た
 り
 、
あ
る
ひ
は
無
漏
を
体
 

と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
 V
 、
 Ⅱ
一
切
の
有
情
を
所
縁
 と
す
る
こ
と
が
成
立
し
な
い
し
、
ま
た
㈲
三
苦
を
行
相
と
 す
る
こ
と
が
成
立
し
な
 



一
 
。
し
か
る
に
余
の
二
八
つ
ま
り
 
法
と
 詞
の
二
 無
擬
 V
 は
世
俗
 皆
 で
あ
る
。
」
Ⅰ
四
一
九
・
九
口
と
あ
り
、
長
行
 釈
 に
は
「
 し
か
る
に
余
の
法
と
記
 

無
擬
 解
は
世
俗
智
を
自
性
と
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
 名
 身
 等
の
語
を
所
縁
と
す
る
こ
と
を
自
性
と
す
る
か
ら
で
 あ
る
。
」
八
四
一
九
・
一
 
0
 

｜
 一
一
口
と
、
言
説
の
資
材
に
働
く
両
者
が
世
俗
智
で
あ
 

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 

以
上
に
お
い
て
我
々
は
世
俗
智
の
概
略
を
検
討
し
た
。
 即
 ち
 世
俗
智
と
は
㈲
有
漏
の
智
で
あ
り
、
㈲
多
く
 瓶
 次
男
 女
 等
の
世
俗
 有
 を
所
 

縁
 と
し
て
働
く
の
で
世
俗
と
称
さ
れ
る
智
で
あ
り
、
㈲
 壬
 
一
口
説
を
本
質
と
す
る
智
で
あ
る
と
規
定
し
う
る
。
従
っ
て
 

世
俗
智
の
世
俗
は
基
本
 

的
に
舌
口
説
を
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
 

世
俗
は
言
説
に
同
じ
い
。
し
か
る
に
今
考
察
し
た
や
 う
 に
 、
世
俗
の
在
方
に
は
 一
 

通
り
あ
る
。
第
一
は
 、
 多
く
世
俗
有
を
所
縁
と
す
る
 場
 合
 で
あ
る
。
第
二
は
、
仏
陀
の
大
悲
を
指
す
場
合
で
あ
る
 。
そ
れ
 故
匹
 @
 
口
説
に
も
 

そ
の
在
方
に
二
通
り
あ
り
得
る
。
第
一
は
、
所
謂
世
間
の
 言
説
で
あ
る
。
第
二
は
、
仏
陀
に
お
け
る
場
合
の
舌
口
説
 

で
あ
り
、
 
い
は
ば
 大
悲
 

萌
発
の
舌
口
説
と
も
名
づ
け
得
る
も
の
で
あ
る
。
 

セ
 

中
道
の
表
現
と
し
て
の
二
諦
 説
 
１
 
l
 龍
 樹
の
二
諦
 説
 は
 、
二
諦
の
相
即
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
独
創
性
が
あ
 る
と
い
は
れ
る
。
 
そ
 

れ
は
第
二
五
章
第
一
九
偶
に
「
輪
廻
 と
 淫
薬
と
に
は
 如
 何
な
る
差
別
も
な
い
。
淫
薬
 と
 輪
廻
と
に
は
如
何
な
る
 差
別
も
な
い
。
」
八
五
三
ま
 

・
ニ
 ー
 己
と
説
か
れ
る
生
死
 即
浬
 葉
の
命
題
を
理
論
的
 根
拠
と
す
る
。
阿
毘
達
磨
系
の
諸
論
は
、
世
俗
と
勝
義
 
と
の
 哉
然
 た
る
区
画
に
 

も
と
づ
い
て
、
有
漏
か
ら
無
漏
へ
の
階
梯
的
移
行
を
修
 通
論
の
骨
格
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
 龍
樹
 が
生
死
 即
浬
 磐
の
命
題
を
表
明
 

し
 、
諸
法
の
平
等
を
樹
立
し
た
の
は
、
大
乗
仏
教
の
基
 礎
を
定
立
す
る
も
の
で
、
諸
学
者
の
賛
同
を
得
る
に
価
す
 る
 。
我
々
も
こ
の
点
を
 

承
認
す
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
 龍
樹
 に
は
一
方
で
二
諦
の
隔
絶
を
も
是
認
す
る
言
明
を
 見
出
す
の
で
あ
る
。
 
第
 

二
四
章
第
九
 偶
 に
「
こ
の
二
諦
の
差
別
を
知
ら
な
い
人
々
 は
 、
仏
教
の
甚
深
な
る
実
性
を
知
ら
な
い
。
 

し
 八
四
九
四
 ・
 四
 １
色
と
い
は
れ
る
 

の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
既
に
指
摘
し
た
り
 う
 に
 、
一
 一
 
諦
は
言
説
を
め
ぐ
っ
て
相
反
す
る
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
 故
に
二
諦
の
相
即
を
単
 

純
 に
二
諦
の
合
一
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
は
、
首
肯
 し
 が
ね
る
。
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龍 樹の二諦 説 

て 式 

    
念 の の る 。 世へ の た 

と 

し 

た 

  と 
へ   生 

が そ ・ の る 大 ら 際 か は 死 
す れ 煩 尋 。 悲 の に に で 即 
べ 故 悩 伺 そ の 意 指 せ き 浬 
て に の の れ 現 味 摘 俗 な 葉 

の   命 
題 
を 
適   応 

  ま 説 が も 倶 説 に 世 的 ら し 

,93  (539) 

は
 中
道
の
表
現
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
 れ
 故
に
、
二
諦
の
相
即
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
 と
の
間
に
答
へ
る
こ
と
 

は
 、
と
り
も
な
 ほ
 さ
ず
中
道
の
内
的
構
造
を
解
明
す
る
こ
 と
に
 他
 な
ら
低
い
。
 

 
 

従
来
の
解
釈
に
よ
れ
 ば
 、
第
二
四
章
第
八
 %
 に
 「
諸
仏
の
 
説
法
は
、
世
俗
と
勝
義
と
の
二
諦
に
よ
る
。
」
と
説
か
れ
 
6
 世
俗
と
、
 同
 第
一
 

0
 褐
に
「
言
説
に
依
ら
な
け
れ
ば
、
勝
義
を
得
な
い
。
」
 
口
四
九
四
・
二
こ
と
あ
る
舌
口
説
を
同
一
視
し
、
世
俗
Ⅱ
舌
口
 

調
丁
勝
義
手
淫
薬
の
 国
 

  

し
か
ら
ば
二
諦
の
相
即
と
は
一
休
何
で
あ
り
、
ま
た
そ
 れ
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
、
二
諦
を
 超
越
し
て
し
か
も
 二
 

 
 

訃
か
於
慶
 ひ
か
か
 訃
か
、
恥
 か
か
 卦
か
秦
卦
 か
か
 い
か
 

 
 

釈
 に
ょ
れ
ば
、
二
諦
 説
 



る
 。
そ
し
て
こ
の
 喝
丈
 に
示
さ
れ
る
二
諦
の
相
即
は
 、
先
 づ
 縁
起
（
 @
 有
 ）
が
と
り
も
な
 
ほ
 さ
ず
 空
 
T
 
非
有
）
で
 あ
る
こ
と
 

 
 

る
 。
従
っ
て
そ
れ
は
世
俗
か
ら
勝
義
に
向
 ふ
 場
面
に
見
 出
さ
れ
る
相
即
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
こ
れ
を
往
相
的
 相
 即
と
 老
け
 

き
る
。
生
死
 即
浬
 磐
の
命
題
が
指
示
す
る
相
即
は
 、
こ
 れ
で
あ
る
。
し
か
し
往
相
的
相
即
の
み
で
は
、
い
ま
だ
 中
 道
の
表
現
 

い
 。
何
故
な
ら
、
 
有
よ
 非
有
の
過
程
を
意
味
す
る
二
諦
 の
 往
相
的
相
即
は
、
百
手
非
有
 丁
 非
有
非
非
有
の
全
過
程
 を
 包
摂
す
 

を
意
味
す
 

る
こ
と
が
で
 

は
 完
結
し
な
 

る
数
 説
 の
 一
 

で
は
い
か
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
阿
毘
達
磨
論
師
の
古
 
冊
説
 が
戯
論
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
 龍
 樹
の
真
意
で
は
あ
 る
ま
い
か
。
前
掲
の
第
 

八
 偶
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
説
法
が
低
さ
れ
る
世
俗
と
は
、
 こ
の
や
 う
 な
言
説
を
指
す
と
 老
 ，
へ
ら
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
今
こ
の
言
説
が
一
端
の
妥
当
性
を
有
つ
と
 述
 べ
た
。
そ
れ
は
仏
陀
自
身
が
こ
れ
を
容
認
す
る
場
合
が
あ
 る
か
ら
で
あ
る
。
 
即
 

ち
 第
一
八
章
第
六
偶
に
「
諸
仏
に
よ
り
て
我
が
有
る
と
 仮
設
せ
ら
れ
た
。
」
 
二
 二
五
五
・
一
一
リ
 と
 説
か
れ
て
 
ぬ
 る
の
 が
 、
そ
れ
で
あ
る
。
 

何
故
な
ら
、
仏
陀
の
強
靭
な
精
神
は
一
切
を
否
定
す
る
 虚
無
論
考
（
 コ
ゅ
 
の
（
 
@
 
カ
リ
 
）
の
態
度
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

さ
て
二
諦
説
を
存
在
論
的
に
見
る
な
ら
ば
、
今
言
及
し
 た
 
「
㈲
我
が
打
る
と
仮
設
せ
ら
れ
た
。
」
こ
と
が
世
俗
諦
 

で
あ
り
、
「
㈲
無
我
が
 

 
 

あ
る
と
教
へ
ら
れ
た
。
」
ハ
回
処
し
こ
と
が
勝
義
認
 に
相
 当
 す
る
。
従
っ
て
世
俗
諦
 は
 有
を
、
勝
義
諦
は
非
有
を
 意
味
す
る
と
考
へ
ら
れ
 

る
 。
さ
ら
に
そ
の
 達
 文
に
お
い
て
「
㈲
ま
た
如
何
な
る
 我
 も
な
く
無
我
も
な
い
と
教
へ
ら
れ
た
。
」
 

二
 二
五
五
・
一
一
 己
と
い
ふ
の
は
、
 
非
 

有
 非
非
有
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
同
第
八
 偶
に
「
㈲
一
切
は
如
で
あ
る
。
㈲
ま
た
如
で
は
な
い
。
（
 如
 で
あ
っ
て
不
如
で
あ
る
」
 

円
本
地
で
も
な
く
如
で
も
な
い
。
こ
れ
が
諸
仏
の
教
で
 あ
る
。
」
Ⅰ
三
六
九
・
一
四
 
｜
 一
五
口
と
説
か
れ
る
か
ら
、
 
有
 

  

 
 

の
 全
過
程
を
包
摂
す
る
の
が
、
諸
仏
の
教
 説
 で
あ
る
と
 了
解
で
き
る
。
著
名
な
第
二
四
章
一
八
偶
に
は
「
縁
起
で
 あ
る
も
の
を
我
々
は
 す
 

べ
て
即
ち
空
で
あ
る
と
説
く
。
そ
の
空
は
相
待
の
仮
設
で
 あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
中
道
で
あ
る
。
」
 

口
五
 
①
三
一
 
一
 
0
 ｜
 一
一
し
と
説
か
れ
 

る
 。
こ
れ
を
百
手
非
有
 ル
 非
有
非
非
有
の
図
式
に
当
嵌
め
 

 
 

る
力
ら
、
、
 

卜
ヰ
 
、
 ,
 非
有
非
非
有
 

 
 は

 中
道
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
 諸
 仏
 の
 教
 説
の
内
容
を
な
す
中
道
は
 、
 実
に
こ
の
や
 う
 な
肉
 的
 構
造
を
育
つ
の
で
あ
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部
分
を
解
明
す
る
に
 上
 る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
「
空
が
 

 
 

有
 の
過
程
を
追
求
す
る
 

 
 

二
諦
の
還
相
的
相
即
は
、
如
何
に
し
て
可
能
と
な
る
で
あ
 ら
う
か
。
 

 
 

二
諦
の
還
相
的
相
即
を
可
能
と
す
る
も
の
が
、
後
考
の
大
 悪
所
発
の
言
説
で
あ
る
。
先
に
世
俗
智
を
検
討
し
た
 際
 に
 述
べ
た
や
う
に
、
 

大
悲
は
世
俗
智
で
あ
る
。
即
ち
大
悲
も
ま
た
言
説
を
体
 と
す
る
。
し
か
し
大
悲
は
第
四
静
慮
の
有
漏
 慧
を
 日
性
と
 
す
る
も
の
で
あ
る
か
 

ら
 、
こ
の
場
合
の
言
説
は
尋
伺
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
 は
な
い
。
 
さ
 う
で
は
な
く
て
、
 
初
揮
慮
 の
 語
表
 業
を
借
り
 て
 生
ず
る
も
の
で
あ
 

る
 。
ま
た
大
悲
は
一
切
有
情
を
所
縁
と
す
る
も
の
で
あ
 -
 
る
か
ら
、
不
可
舌
口
説
の
膀
 義
 が
大
悲
に
よ
っ
て
有
情
に
伝
 達
さ
れ
得
る
。
正
法
を
 

 
 

説
示
す
る
こ
と
は
、
大
悲
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
。
 こ
 

 
 

つ
ま
り
言
葉
の
真
正
な
 

 
 

 
 

意
味
に
お
け
る
仏
教
（
ヴ
ロ
ロ
ロ
 
ア
ド
 
@
a
c
a
 
コ
ぃ
 
）
と
は
、
大
悲
 
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
中
論
 三
 の
 最
終
偶
に
一
二
助
 の
 

 
 

見
を
断
ぜ
ん
が
た
め
に
、
 

慈
 懸
官
 コ
 E
r
p
 
日
っ
ゅ
 
）
に
よ
っ
て
 
正
法
を
説
示
さ
れ
た
そ
の
ゴ
ー
タ
マ
に
私
は
帰
命
す
る
 。
」
八
五
九
二
・
ニ
 %
 
己
 

 
 

 
 

と
い
ふ
の
は
、
そ
の
主
旨
で
あ
る
。
従
っ
て
結
論
す
れ
 ば
 、
不
可
言
説
、
即
ち
寂
黙
な
る
牟
尼
の
勝
義
が
、
言
説
 を
 通
じ
て
有
情
に
伝
達
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
る
の
は
、
大
悲
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
説
法
（
 & プ
 a
r
 
日
ぃ
 -
d
e
 
か
り
 
コ
ぃ
 
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
 
ひ
 得
る
の
で
あ
 る
 。
逆
に
、
第
二
四
立
 早
 

第
一
二
に
「
こ
の
故
に
そ
の
法
は
劣
 慧
 者
に
は
誤
解
さ
 れ
る
と
考
へ
て
、
牟
尼
に
は
法
を
説
く
心
 八
 Ⅱ
大
悲
Ⅴ
が
 

一
度
止
ん
だ
の
で
あ
 

る
 。
し
ハ
四
九
八
・
三
 ｜
 四
口
と
説
か
れ
る
や
う
に
、
も
し
 も
 大
悲
 心
 の
光
軸
が
な
け
れ
ば
、
仏
教
は
成
立
し
な
い
の
 で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
 

て
、
 
我
々
は
仏
陀
の
二
面
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

 
 

ら
朋
 丘
へ
の
往
相
的
 相
 

説
即
に
 見
出
さ
れ
る
仏
陀
 像
 で
あ
り
、
そ
れ
は
牟
尼
の
 語
で
 端
的
に
表
現
さ
れ
る
。
次
に
第
二
は
、
非
有
 七
非
 有
 非
非
有
の
過
程
に
 、
 即
ち
 

捕
 

勝
義
か
ら
世
俗
へ
の
還
相
的
相
即
に
見
出
さ
れ
る
 仏
 陀
倣
 で
あ
り
、
そ
れ
は
教
師
ま
た
は
 如
理
 師
の
語
で
表
 明
 さ
れ
る
。
覚
者
た
る
仏
陀
 

ぬ
が
 単
に
そ
れ
に
上
ら
ず
、
大
悲
の
体
現
者
・
正
法
の
 説
教
者
と
し
て
我
々
の
前
に
現
れ
る
時
、
仏
教
は
歴
史
 的
に
も
ま
た
教
学
的
に
も
 更
 

龍
 

め
て
成
立
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
乗
 仏
 教
が
 仏
陀
を
覚
者
と
し
て
よ
り
も
よ
り
多
く
教
師
と
し
て
 描
く
の
は
、
大
悲
に
よ
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ハ
 
7
 ）
 

や
う
に
、
文
字
通
り
菩
提
 G
o
&
 
し
を
も
つ
有
情
（
の
㏄
（
（
 
4
 じ
の
意
で
あ
る
。
 

つ
 ま
 

不
断
の
実
践
と
し
て
実
現
す
る
と
き
、
我
々
 は
 彼
を
菩
 薩
 と
よ
ぶ
。
大
乗
仏
教
の
 

遠
 に
追
求
し
て
止
む
こ
と
の
な
い
菩
薩
で
あ
る
。
存
在
 込
 
珊
 的
に
い
 
へ
ば
 、
百
手
 非
 

れ
る
有
は
、
も
は
や
有
る
が
ま
ま
の
有
で
は
な
く
、
一
層
 純
化
し
、
深
化
し
た
 有
 

自
身
で
あ
る
と
と
も
に
仏
陀
の
分
身
で
も
あ
る
と
い
ふ
 仏
教
的
実
存
に
転
生
す
る
 り

 往
相
的
相
即
と
還
相
的
相
即
と
が
そ
の
者
に
と
っ
て
 

理
想
像
た
る
仏
陀
は
、
ま
さ
し
く
未
完
成
の
完
成
を
永
 

高
士
非
有
非
非
有
の
道
程
を
経
て
我
々
の
前
に
呈
示
さ
 

で
あ
る
と
い
へ
る
。
か
く
し
て
我
々
の
実
存
は
 、
 我
々
 

の
で
あ
る
。
雨
天
・
十
二
，
 

三
 

る
 利
他
行
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
 根
 ぬ
 る
 二
諦
説
の
形
式
に
捉
へ
た
点
は
、
 

龍
樹
 の
 他
創
性
が
 発
揮
さ
れ
た
も
の
と
 評
 

価
し
得
る
。
 

以
上
に
お
い
て
、
我
々
は
二
諦
説
の
構
造
を
解
明
す
る
 と
と
も
に
、
二
諦
の
相
即
が
中
道
を
表
現
す
る
も
の
で
 あ
る
こ
と
を
叙
述
し
 

た
 。
即
ち
二
諦
の
相
即
は
、
世
俗
か
ら
勝
義
へ
の
方
向
、
 所
禰
 往
相
酌
相
即
「
方
便
）
の
み
な
ら
ず
、
勝
義
か
ら
 世
俗
へ
の
方
向
、
所
謂
 

還
相
的
相
即
（
大
悲
）
が
あ
り
、
両
者
の
相
即
に
よ
っ
て
 
中
退
 が
隅
 無
く
表
Ⅲ
さ
れ
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
 あ
る
。
中
道
は
、
生
死
 

と
浬
催
 
・
 有
 と
非
有
の
二
辺
を
遠
離
す
る
と
こ
ろ
に
 実
 現
 す
る
も
の
で
あ
る
。
 
東
締
択
 ㍉
摂
大
乗
論
 釈
 L
 に
見
え
 る
 次
の
語
句
は
、
そ
の
 

間
 の
事
情
 を
雄
辮
に
 
物
語
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
 
ゴ
 無
分
別
 智
 に
よ
り
て
生
死
に
佳
さ
ず
、
常
に
大
悲
を
起
す
が
故
に
 浬
 盤
に
入
ら
ず
。
」
 

口
正
 

蔵
 三
十
一
巻
、
一
五
二
 c
 一
一
 ｜
一
 
三
と
。
加
行
者
は
菩
 捉
を
求
め
て
修
行
し
向
上
す
る
と
き
生
死
を
遠
離
す
る
。
 ま
た
菩
提
、
即
ち
根
本
 

無
分
別
智
を
得
た
覚
者
は
、
大
悲
心
を
起
し
て
 両
 下
す
 る
と
き
 浬
 盤
を
遠
離
す
る
。
 
言
ひ
換
 れ
ば
、
中
道
は
修
道
 論
的
 構
造
の
根
底
に
救
 

 
 

 
 

濫
読
 的
 構
造
を
有
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
 二
 辺
を
遠
離
す
 る
 中
道
の
実
践
は
、
往
相
と
還
相
と
の
二
種
の
相
即
を
不
 断
 に
繰
返
す
と
 
ぃ
ふ
構
 

 
 

造
 を
有
 っ
 運
動
原
理
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
中
道
を
 体
現
す
る
者
が
菩
薩
 
G
o
&
 
ま
 の
 
り
 （
（
 

v
a
 

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
 既
に
先
学
が
指
摘
す
る
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龍 樹の二諦 説 

注
記
 

（
 
1
 ）
コ
中
論
 L
 を
学
ぶ
上
で
筆
者
が
啓
発
を
受
け
た
研
究
書
 は
 、
 ㈱
三
枝
 充
息
 教
授
の
「
中
論
研
究
序
論
」
（
雑
誌
 コ
 理
想
 ヒ
 昭
和
四
十
年
九
月
号
）
 、
 

㈲
山
田
籠
城
博
士
 
コ
 梵
語
文
献
 ヒ
に
 附
せ
ら
れ
た
 ビ
 プ
リ
オ
グ
 ラ
フ
ィ
ー
に
詳
し
い
。
近
年
の
業
績
と
し
て
は
、
㈲
江
島
 
恵
 放
氏
 つ
 口
ォ
 

w
4
p
 

日
 

づ
 の
方
ぃ
研
究
 
b
 （
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
五
十
一
冊
）
 と
そ
 @
 
し
に
言
及
さ
れ
た
諸
論
文
が
重
要
で
あ
る
。
 ほ
 ほ
ま
た
㈲
 泰
本
 融
 博
士
の
コ
中
観
 

論
所
」
（
国
訳
一
切
経
論
 疏
部
 六
）
の
解
題
は
特
に
三
論
関
係
に
 詳
し
く
有
益
で
あ
る
。
直
接
二
諦
説
を
取
扱
ふ
も
の
と
し
て
 は
 、
長
尾
雅
人
 博
 

士
 「
中
観
哲
学
の
根
本
的
立
場
」
 閂
 哲
学
研
究
 ロ
 三
六
六
・
三
 六
八
・
三
七
 0
,
 
三
七
一
号
）
 
、
 及
び
 西
 義
雄
博
士
「
真
俗
二
諦
 説
の
構
造
」
（
「
 

仏
 

教
の
根
本
真
理
口
四
五
五
頁
 ｜
 四
八
六
頁
）
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
 多
い
。
 

（
 
2
 ）
㍉
中
辺
分
別
 め
 
B
J
 

に
も
同
様
の
解
釈
が
み
え
る
。
 

旨
 き
す
 せ
ゅ
コ
 

（
 
p
4
 
こ
 雷
ゅ
㏄
 

い
 い
曲
の
宙
 

ぃ
 （
の
 

Q
.
 

㌧
 ぃ
コ
 
年
の
せ
③
 

-
 口
つ
 
・
 
っ
旬
１
 
の
の
な
 ほ
 江
島
 民
 前
掲
論
文
一
一
 

六
頁
以
下
を
参
照
。
 

（
 
3
 ）
 
ヨ
 解
深
密
経
ロ
Ⅰ
西
蔵
十
六
巻
六
八
九
 
C
u
 
に
も
勝
義
の
 玉
柏
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 

（
 
4
 ）
 
尋
 何
に
つ
い
て
は
、
水
野
弘
元
博
士
同
心
 識
論
 L
 四
三
 五
頁
以
下
を
参
照
。
 

（
 
5
 ）
 ヒ
宅
く
 
・
由
り
 
日
 
。
 
コ
 仁
一
の
 @
 
さ
台
 0
%
 
Ⅰ
 寸
こ
 
Ⅰ
 0
%
 
曲
へ
 ～
 
a
 巾
ド
 
Q
 ㏄
 
俺
 
さ
さ
 
Q
 ㌧
 Q
 も
 Q
,
 ）
 
ロ
甫
 
。
 
宙
 u
c
 
目
 o
 コ
吾
 1
 八
日
日
の
お
日
三
の
幹
 田
 の
コ
 
ド
口
 
仁
 
0
-
 の
 Ⅱ
小
い
 

@
 円
 
の
 

セ
あ
ひ
 
の
Ⅰ
 ド
 Ⅱ
名
曲
 
舵
劃
コ
 
亡
臣
 

p
.
 

の
の
（
悪
さ
 

い
 Ⅰ
㌧
Ⅰ
～
～
ヰ
馬
 

目
 ・
 
0
 
ド
目
Ⅰ
㏄
 

ま
 ㎏
 り
 
叶
 
@
 
至
悪
へ
の
円
卓
し
り
 

目
 
0
 
桂
の
の
の
の
Ⅱ
 

い
 H
 
の
 
O
 
コ
ロ
の
 

コ
 あ
目
汁
の
の
 

臣
サ
由
 
-
 
の
 0
 コ
斤
で
 
0
 
臣
ぺ
 
り
の
に
 

-
 ヴ
 億
円
仁
 
の
 

ヨ
 の
日
田
 

ぺ
 
の
の
コ
ト
 
絹
ヨ
 
-
 
ヤ
 Ⅱ
 
e
-
.
-
 

ヨ
づ
仁
 
@
 
の
の
 
の
コ
 
C
e
 
宙
 ・
 
ぃ
ヰ
ド
 

の
 
コ
 Ⅰ
Ⅱ
の
 
C
 
の
日
日
 

0
 Ⅱ
 
ひ
 
リ
 -
-
 

由
 
か
で
の
㍉
 
-
 
ぃ
 C
O
 
コ
コ
ヰ
 

@
 
ひ
ひ
い
 

つ
 C
e
.
 

マ
 

（
 
6
 ）
拙
稿
「
世
俗
智
に
つ
い
て
」
台
南
都
仏
教
 
ヒ
 第
二
十
八
 号
 ）
参
照
。
 

（
 
7
 ）
上
田
義
文
博
士
同
大
乗
仏
教
思
想
の
根
本
構
造
し
二
 
0
 頁
 。
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99 ( 弘め 

黙示文学の思想と 福音書の成立 

の り る T こ お て な 連 
弟 で ス 。 ） 一 い い か の 旧 

一 あ ト そ 0 て る っ 文 約   
れ 想、 は の ま 独 所 、 と 
ま @ 丈 二 間 り 特 謂 そ 新 

の つ に 考 な 「 の 約 
  研 の 、 慮 文 枕 複 聖 
九 究 流 欧 さ 学 蕪 雑 書 

エ ハハⅡ し 
に れ 氷 れ 類 の な の 
基 が め ず 型 時 惟 中 一 

年 づ あ キ 、 0 代 格 間 
@ こ く り り む 意 」 の 時 
E も 、 ス し 味 を 故 代 

0 面 ト ろ は 埋 に を 
ケ で 者 数   " め " 中 
  
ゼ あ り、 は関キ 係り・ R るキ心 資 りに 
マ 一 の ス H 料 ス   

  他 心 学 ト   で ト パ 
@ こ 0 区 罪 数 チ あ 教 レ 

よ 一 別 で 的 ャ る を ス 
  つ し は な l だ 研 テ 
て は て   も ル け 究 ィ 

発 の ズ で す ナ 
表 組え黙と等 、 考 「 なる 及 
さ 

    
た 学 る 挙 達 植 原 の の 

「 キ 
者 必 の 続 に 始 間 周 
に 要 ル 性 も キ で 辺 

  よ が 不 が か り は に 
ス る あ ッ 強 か ス 、 お 

ト教 

キ る サ 調 わ ト 正 い 
    。 ン さ ら 数 両 て 

神 ス - ス れ ず 諸 か 流 
学 @ つ 」 る " 文 ら 布   

の初 

数 は と の 新 書 と し 

的 、 呼 が 約 の り て 

め 歴 朝 は 常 里 中 あ い 
土 

」 

と た黙 史 理 約聖 れる であ 書 諾 に様 げら 

題 
屋 

す 
る 不文学 解 研 の 書学者 現象が った。 思想と 々な形 れるこ 

払 究 に 起 と の で と と こ @ こ よ こ っ 痕 が 呼 博 
ぴ     
そ く 姶 つ 、 り 浅 酌 る 

れ も キ あ こ に し 少 一 

黙
示
文
学
 の
 思
想
と
福
土
日
重
日
の
成
立
 



に
 続
く
議
論
を
中
心
と
す
る
 o
E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
は
 、
そ
 の
 論
文
の
中
で
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
学
的
 営
み
の
開
始
を
黙
示
 文
 

学
の
思
想
と
の
関
連
で
と
ら
え
よ
 う
 と
し
た
。
（
 

3
 ）
こ
の
 主
 張

は
、
 直
ち
に
反
響
を
呼
ん
で
、
 

G
.
 
エ
 ー
ベ
リ
ン
ク
、
 
E
.
 

フ
ッ
ク
 

ス
 が
こ
れ
 

う
 
5
 ）
 

 
 

え
て
、
さ
ら
に
自
ら
の
考
え
を
展
開
し
た
。
「
原
始
キ
リ
 
ス
ト
 教
 黙
示
文
学
と
い
 

う
 主
題
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
こ
の
第
二
の
論
文
に
お
 い
て
は
、
特
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
熱
狂
主
義
や
パ
ウ
ロ
に
 見
ら
れ
る
黙
示
文
学
の
 

影
響
に
関
し
て
、
前
の
論
文
よ
り
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ
 て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
も
拡
が
り
 

一
九
六
 セ
 年
に
行
わ
 

（
 
6
 ）
 

れ
た
黙
示
文
学
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
も
出
 版
 さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
流
れ
は
、
 W
  

 

動
を
中
心
と
す
る
。
新
し
い
世
代
の
代
表
的
な
組
織
 神
 学
者
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
 W
.
 パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
 、
す
で
に
一
九
五
九
年
 

（
 
7
 ）
 

に
 、
黙
示
文
学
的
歴
史
理
解
の
意
義
を
発
掘
す
る
試
み
を
 な
し
た
が
、
そ
の
後
、
一
九
六
一
年
に
、
 

R
.
 

レ
ン
ト
 

ル
フ
、
 

U
.
 

ヴ
ィ
ル
 

ケ
 

ン
ス
、
 

T
.
 

レ
ン
ト
ル
フ
等
の
所
謂
 パ
、
不
 
ン
ベ
ル
ク
・
 グ
 ル
ー
プ
と
共
に
、
論
文
集
「
歴
史
と
し
て
の
啓
示
 ヒ
を
 出
版
し
て
話
題
を
ま
い
 

た
 
（
 
8
 。
そ
の
他
の
組
織
神
学
者
の
中
に
も
、
 

）
 

J
.
 

モ
ル
ト
 

マ
ン
等
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
黙
示
文
学
の
 思
想
に
関
心
を
寄
せ
る
 

（
 
八
 
Ⅰ
）
 

者
が
現
わ
れ
て
い
る
。
 

新
約
聖
書
 学
 と
組
織
神
学
の
両
面
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
 動
き
に
対
し
て
、
他
の
関
連
領
域
か
ら
も
発
言
が
な
さ
れ
 る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

旧
約
聖
書
学
者
 K
.
 
コ
ッ
ホ
は
、
一
九
 セ
 0
 年
に
 、
司
 黙
示
文
学
に
対
す
る
当
惑
聖
書
学
の
等
閑
に
附
さ
れ
 た
 領
域
と
神
学
や
哲
学
 

（
 
0
 
l
l
 

）
 

へ
の
有
害
な
作
用
に
つ
い
て
の
論
争
的
文
書
 b
 を
 著
 わ
し
 、
問
題
の
困
難
さ
を
批
判
的
に
指
摘
し
た
。
ま
た
、
 そ
 れ
に
先
立
ち
、
一
九
六
 

九
年
に
出
版
さ
れ
た
 J
.
M
.
 
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
大
著
は
 、
 古
代
か
ら
ク
ム
ラ
ン
文
書
発
見
に
い
た
る
ま
で
の
黙
示
 文
学
研
究
史
を
詳
細
に
 

 
 

独
立
に
、
黙
示
文
学
に
関
す
る
総
合
的
な
解
説
書
も
い
 く
っ
か
 現
わ
れ
て
き
て
 

 
 

き
た
黙
示
文
学
に
関
す
る
研
究
成
果
が
基
礎
に
な
っ
て
 い
る
が
、
そ
の
中
の
代
 

@
@
 

り
 
）
 

表
 的
な
研
究
書
の
新
し
い
版
が
最
近
相
次
い
で
出
さ
れ
 た
こ
と
は
、
こ
の
方
面
に
対
す
る
広
い
関
心
の
反
映
で
あ
 ろ
う
。
新
し
い
問
題
提
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黙示文学の思想と 

る め て 
と 再   
9 、 検 原 
わ 討 始 
れ が キ 
る 要 り 

。 。 土 百口 ス 

さ ト 

れ， 教 
て @C 
い お 

る け 
が る 

嘉義 
約 な 
聖 恩 想 傾向 書 学者 

に が 

  
に い 
つ た @ 

、て し り、 （㏄） 

の議込 リ よ千 珊 ス 

  
め 連 を の 
関 ぐ   

め - る 

  
貴 息 
づ 想 

け 的 
" ヒ つ 『同 " 
れ 題 

101@ (547) 

福音書の成立 

起
は
 、
こ
の
よ
う
に
総
合
的
な
見
通
し
が
立
つ
よ
う
に
 な
っ
た
時
点
で
、
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 

組
織
神
学
者
達
の
黙
示
文
学
に
対
す
る
関
心
は
、
現
代
 の
時
代
状
況
に
お
け
る
将
来
志
向
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
 黙
示
文
学
の
中
に
見
 

出
し
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
個
々
の
 動
 機
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
 と
の
折
衝
を
求
め
る
 J
 

・
モ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
は
、
 
K
.
 

マ
ル
ク
ス
や
 

F
.
 ェ
ン
 ゲ
ル
ス
が
黙
示
文
学
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
 、
な
に
が
し
か
の
影
響
 

（
 
4
 
l
 
ユ
 
）
 

を
 与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
 く
 、
伝
統
的
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
中
心
問
題
か
ら
は
ず
 さ
れ
、
ど
ち
ら
か
と
い
 

え
ば
、
異
端
と
結
び
っ
き
易
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
 黙
示
文
学
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
組
織
神
学
の
 閉
塞
状
況
の
中
で
は
、
 

（
 
二
リ
 

l
 
Ⅰ
 
）
 

そ
れ
だ
け
で
、
一
応
の
革
新
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
 あ
る
。
他
方
、
新
約
聖
書
学
者
達
、
特
に
 E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
に
お
け
る
黙
示
 
文
 

学
 復
権
の
直
接
的
動
機
は
、
 

R
.
 ブ
ル
ト
マ
ン
に
対
す
る
 学
問
的
批
判
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
 R
.
 

ブ
ル
 

ト
マ
ン
が
、
原
始
キ
リ
 

ス
ト
教
の
終
末
論
を
、
飲
口
不
文
学
の
思
想
と
の
対
比
の
 

，
 
っ
 ち
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
疑
問
 が
 投
げ
か
け
ら
れ
た
の
 

で
あ
る
。
（
 

6
-
i
 
 

こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
「
史
的
イ
ェ
ス
の
問
題
 」

、
「
・
編
集
史
的
方
法
」
に
つ
い
て
の
論
議
と
共
に
 
、
ブ
 ル
ト
マ
ン
学
派
の
自
己
 

（
 
7
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

展
開
の
作
業
の
一
環
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 R
.
 

ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
、
 

E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
問
題
提
起
 
を
 受
け
て
、
 
一
 論
文
を
 

（
 
り
 
W
 
）
 

発
表
し
て
い
る
。
 

黙
示
文
学
の
問
題
を
め
ぐ
る
最
近
の
学
界
の
動
き
は
、
お
 よ
そ
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
組
織
神
学
 0
 面
に
は
立
ち
入
ら
 

 
 

考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
編
集
史
的
方
法
に
基
づ
く
 土
 （
 
観
 福
音
書
研
究
に
よ
っ
 



い
 う
 形
容
詞
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

は
 、
 初
め
か
ら
統
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
 

捨
 選
択
と
調
停
が
行
わ
れ
、
次
第
に
統
一
さ
れ
て
 

る
よ
う
な
も
の
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
 

最
初
期
の
段
階
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
 

に
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

E
,
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
第
二
の
認
識
に
対
し
て
 繰
 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
は
、
最
初
、
 最

近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
新
約
聖
書
に
反
映
さ
れ
て
い
 
る
 原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
 

ろ
 、
多
様
な
思
想
の
葛
藤
の
中
に
あ
り
、
や
が
て
、
 内
 的
及
び
外
的
要
因
に
基
づ
く
 取
 

い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
す
べ
て
の
 キ
 リ
ス
ト
敬
神
学
の
根
源
と
な
 

い
て
原
始
キ
リ
ス
ト
教
思
想
全
体
を
見
通
す
可
能
性
が
開
 か
れ
、
統
一
性
は
、
す
で
に
 

に
な
る
。
 E
.
 ケ
ー
 ゼ
 マ
ン
の
命
題
は
、
こ
の
よ
う
な
 問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
 特
 

返
し
提
起
さ
れ
て
き
た
疑
問
は
、
そ
も
そ
も
「
黙
示
 文
 学
 」
を
ど
 う
 定
義
づ
け
る
の
か
 

（
 
3
 
2
 ）
 

G
.
 
エ
 ー
ベ
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
、
 E
.
 ケ
ー
 ゼ
 マ
ン
は
、
「
原
始
キ
リ
 

 
 

ぬ
永
文
学
に
関
す
る
 E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
論
文
の
中
で
 
最
も
有
名
に
な
っ
た
命
題
は
 、
 次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
 

「
イ
エ
ス
の
説
教
 

は
 、
本
来
神
学
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
黙
示
 文
 

 
 

」
こ
の
命
題
に
は
、
 

二
 

つ
め
 重
要
な
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
 、
ィ
 
エ
 ス
の
宣
教
は
、
独
特
な
も
の
と
し
て
、
所
謂
「
神
学
 」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
 

こ
の
場
合
の
神
学
と
い
う
概
念
は
、
一
般
的
な
広
い
意
味
 で
 用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
 義
の
基
礎
と
な
っ
た
 弁
 

 
 

証
 作
業
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
二
に
 、
 
「
 キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
 黙
示
文
学
を
基
盤
と
し
 

て
 生
ま
れ
出
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

第
一
の
認
識
は
、
史
的
イ
エ
ス
 と
 ケ
 リ
ュ
グ
マ
 
の
キ
 リ
 ス
ト
を
一
応
区
別
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
 R
.
 ブ
ル
ト
 マ
ン
以
来
の
問
題
意
 

（
 
弟
 ）
 

誠
 に
そ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
自
体
特
に
目
新
し
い
も
の
 で
は
な
い
。
し
か
し
、
第
二
の
認
識
は
重
要
で
、
就
中
 
「
ヰ
 

9
 
べ
て
の
」
（
 リ
 二
）
 ン
し
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幻
 、
偽
名
性
、
メ
シ
ア
表
象
、
動
物
に
よ
る
象
徴
、
 

数
 に
 意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
等
々
の
二
次
的
特
徴
を
加
え
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
黙
示
 

文
学
の
大
体
の
姿
を
描
き
う
る
が
、
（
 

5
 
2
 
 

）
 歴史
的
に
ど
の
 

範
 囲
ま
で
を
こ
れ
に
含
め
て
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
 

容
 具
 に
決
定
し
難
い
。
 

H
 

D
,
 

ベ
ッ
 

ツ
 は
、
黙
示
文
学
を
、
純
粋
に
ユ
ダ
ヤ
教
内
 

部
の
孤
立
し
た
現
象
と
は
見
ず
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
 

、
オ
 
リ
エ
ン
ト
 

的
 シ
ン
ク
レ
 

 
 

  

 
 

土
日
 

恵
果
に
導
く
た
め
に
は
、
特
殊
な
文
学
類
型
と
し
て
 

の
 「
黙
示
録
」
と
思
想
類
型
と
し
て
の
「
黙
示
文
学
思
想
 

」
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
 

思
 営

め
，
 
 
 

 
 

佐
に
メ
ス
を
入
れ
る
た
め
に
有
効
な
試
み
と
い
え
よ
う
 

。
即
ち
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
 

 
 

恩
 い
き
な
り
一
般
的
な
定
義
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
せ
 

ず
 、
さ
し
あ
た
り
黙
示
文
学
を
思
想
傾
向
の
面
で
と
ら
 

え
 、
し
か
も
、
「
原
始
キ
 

リ
 .103  (549) 

-
 
袖
 ）
 

ス
ト
 教
 黙
示
文
学
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
 1
 
一
の
冒
頭
の
注
 で
、
次
の
よ
う
に
こ
れ
に
答
え
て
い
る
。
「
黙
示
文
学
 と
い
う
術
語
も
あ
い
ま
 

い
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
 

あ
 い
ま
い
で
な
い
よ
う
な
術
語
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
文
脈
 か
ら
す
れ
ば
、
私
が
ほ
 

と
ん
ど
い
つ
で
も
、
間
近
な
再
臨
待
望
（
 色
 す
名
 笘
汗
い
 
ま
 ひ
 
r
t
u
 
品
 %
 安
 
つ
ゅ
 
r
u
 

の
（
の
）
を
表
わ
す
た
め
に
、
原
始
 

キ
 リ
ス
ト
 教
 黙
示
文
学
に
 

つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
 

、
黙
示
文
学
を
新
た
に
定
義
し
ょ
う
と
す
る
試
み
で
は
 な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
 

よ
う
な
定
義
が
陥
り
易
い
観
念
性
を
避
け
、
実
際
に
ど
 の
よ
う
な
歴
史
的
現
象
が
黙
示
文
学
と
い
う
術
語
の
背
景
 に
あ
っ
た
か
を
見
極
め
 

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

確
か
に
、
黙
示
文
学
一
般
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
 従
 来
 多
く
の
見
解
が
あ
り
、
必
ず
し
も
一
致
し
た
結
論
に
達
 し
て
い
る
と
は
い
え
 

な
い
。
一
応
、
間
近
に
迫
っ
た
終
末
の
到
来
に
対
す
る
 強
い
関
心
と
そ
れ
に
と
も
な
 う
 二
元
論
的
思
惟
を
基
本
的
 特
徴
と
し
、
さ
ら
に
、
 



八
 、
一
ノ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
」
一
二
・
一
１
匹
 、
 「
エ
ペ
ソ
人
へ
の
手
紙
」
三
・
三
 ｜
 一
二
、
 コ
丁
 サ
ロ
 
ニ
 ケ
人
へ
の
第
一
の
手
 

（
 
0
4
 

3
 
り
 ）
 

書
 」
一
七
・
二
 
0
1
 
三
七
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
 

断
 片
 的
な
も
の
と
し
て
は
、
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
 
紙
 」
一
五
・
二
 0
1
 
二
 

ス
ト
 教
 黙
示
文
学
」
と
し
て
。
歴
史
的
に
対
象
を
限
定
 す
る
。
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
れ
ば
、
扱
わ
れ
る
文
献
の
 
範
囲
も
定
ま
っ
て
く
る
 

が
 、
 E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
は
、
文
学
類
型
に
と
ら
わ
れ
ず
、
 

広
く
思
想
傾
向
の
痕
跡
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
 こ
 れ
は
、
黙
示
文
学
の
定
 

ら
、
 私
は
、
そ
こ
に
、
広
範
囲
に
わ
た
る
復
活
 節
 後
の
 

と
 保
持
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
の
伝
統
か
ら
神
学
 

と
い
う
意
味
で
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
黙
示
文
学
は
 、
復
 

が
 、
さ
ら
に
、
そ
れ
と
結
び
っ
い
た
特
徴
を
「
熱
狂
 主
 

義
 の
問
題
の
困
難
さ
を
ふ
ま
え
、
特
殊
的
限
定
を
通
じ
 

は
 当
面
の
問
題
で
は
な
く
、
 

E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
限
定
 

よ
う
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
 

G
,
 
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
 
批
 

前
述
の
よ
う
に
、
 
E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
は
、
「
原
始
キ
リ
 

（
㏄
）
 

熱
狂
主
義
の
最
初
の
段
階
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
 
-
0
 

3
 
 

）
 
そ
の
 

的
に
 養
 わ
れ
、
遂
に
は
、
熱
狂
的
な
希
望
と
宣
舌
口
を
と
 

活
 部
位
の
聖
霊
体
験
を
通
し
て
生
ま
れ
、
聖
霊
を
受
け
た
 

て
 、
一
般
的
な
も
の
へ
の
見
通
し
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
 

に
そ
っ
て
そ
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
 

義
 」
 釜
 コ
目
完
守
の
 
日
扁
 ）
に
見
出
す
。
「
私
の
考
え
て
い
 

判
 に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黙
示
文
学
一
般
が
正
確
に
定
義
 

ス
ト
 教
 黙
示
文
学
」
の
思
想
傾
向
を
「
間
近
な
再
臨
待
望
 

堤
 八
口
の
待
望
の
内
容
は
 、
 

も
な
う
も
の
で
あ
る
か
 

人
 に
よ
っ
て
生
き
生
き
 

試
み
と
し
て
理
解
さ
れ
 

る
よ
う
な
間
近
な
待
望
 

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
 

の
で
あ
る
。
 

」
と
し
て
と
ら
え
た
 

さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば
、
「
即
位
す
る
人
の
子
の
顕
 現
 」
で
あ
っ
た
。
黙
示
文
学
的
思
想
傾
向
を
、
特
定
の
歴
 史
的
形
態
に
お
い
て
と
 

ら
え
よ
う
と
す
る
 E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
意
図
が
、
こ
こ
 
に
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

論
議
の
対
象
を
さ
し
あ
た
り
思
想
傾
向
に
限
定
す
れ
ば
、
 用
い
ら
れ
 ぅ
る
 資
料
は
 、
 必
ず
し
も
所
謂
 コ
 黙
示
録
」
 
的
形
態
を
そ
な
え
て
 

い
る
文
書
だ
け
で
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
新
約
聖
 書
の
中
に
見
ら
れ
る
黙
示
録
的
な
箇
所
は
、
黙
示
文
学
 の
 定
義
の
仕
方
に
よ
る
 

変
動
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
 比
較
的
ま
と
ま
っ
た
箇
所
と
し
て
は
、
普
通
、
「
ヨ
ハ
ネ
 0
%
 ど
 本
銀
」
、
「
マ
ル
コ
 

に
よ
る
福
音
書
 口
 
一
三
と
そ
の
平
行
記
事
（
「
マ
タ
イ
 

Ⅰ
に
 
ト
 ネ
る
福
士
 
日
 垂
口
」
二
四
、
「
ル
ム
刀
に
 

ト
レ
 
よ
る
 福
 土
日
車
 
日
 
」
三
一
 ）
 、
 「
ル
力
に
よ
る
福
音
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



肚 吊文学の思想 

 
 

、
今
の
と
こ
ろ
、
 
E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
推
定
に
特
に
反
 
対
す
べ
き
理
由
は
見
出
さ
れ
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
リ
ス
マ
的
な
巡
回
預
言
 

者
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
教
団
組
織
は
 

、
 「
ヨ
ハ
ネ
に
 
よ
 る
 福
音
 圭
旦
や
 「
 ョ
ハ
 

矛
の
黙
示
録
」
の
背
後
に
も
想
定
さ
れ
て
し
る
 

、
 

Ⅱ
。
（
 

6
 
3
 
 

）
 
も
し
、
 教
団
組
織
が
、
そ
こ
で
支
配
的
な
神
学
思
想
と
何
ら
か
 

の
 関
係
を
持
っ
と
す
れ
 恥
 

ば
、
 「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
の
背
後
に
最
古
の
神
 

学
 思
想
の
痕
跡
を
求
め
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
 

か
ど
う
か
は
、
も
う
 
少
 
5
0
 

 
 

し
 慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

と
 も
か
く
、
復
活
 
節
 後
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
形
成
が
 
、
エ
 ル
サ
レ
ム
を
唯
一
の
中
 

 
 書の成立 

会
の
首
導
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
と
い
う
 

ぎ
 

（
 
4
3
 

レ
 
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
は
、
こ
の
地
域
で
成
立
し
 与
 
に
の
で
、
他
の
福
士
日
重
日
 

（
 
ぺ
 
3
 
。
 
ノ
 

よ
り
も
古
い
時
代
の
特
徴
を
と
ど
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
  
 

紙
 」
 四
 ，
一
 二
｜
 五
・
六
、
「
テ
サ
ロ
 ニ
 ケ
人
へ
の
第
二
 の
手
紙
」
一
・
四
 ｜
一
 0
 、
 ニ
 ・
 一
｜
 一
二
、
「
 ヘ
 ブ
ル
 人
へ
の
手
紙
」
一
二
・
 

三
三
 。
 二
九
、
「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
 五
 ・
セ
 ー
一
 Ⅰ
「
 ペ
テ
ロ
の
第
一
の
手
紙
 し
 一
二
千
一
五
、
「
ペ
テ
 ロ
 の
 第
二
の
手
紙
」
 三
 ，
 

一
 
0
1
 一
 三
、
「
 ョ
 ハ
不
の
第
一
の
手
紙
」
二
・
一
八
 ｜
 二
八
、
四
，
 一
 
１
人
、
「
ヨ
ハ
ネ
の
第
二
の
手
紙
」
 セ
等
 が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
 

て
 、
正
典
外
に
は
、
い
く
つ
か
の
黙
示
録
的
な
文
書
が
 知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
 E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
説
は
 、
こ
れ
ら
正
典
内
外
の
 

文
書
に
基
づ
い
て
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
 で
あ
る
。
 

前
述
の
命
題
を
提
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
資
料
と
し
て
 用
い
ら
れ
た
の
は
、
専
ら
「
マ
タ
 イ
 に
よ
る
福
音
書
」
で
 あ
っ
た
。
 

E
.
 

ケ
｜
 

ゼ
 マ
ン
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
黙
示
文
学
 に
 基
づ
く
復
活
 節
 後
の
神
学
を
担
っ
て
い
た
者
達
は
 、
 初
め
ユ
ダ
ヤ
人
キ
 リ
ス
 

ト
 教
徒
の
少
数
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
大
き
 な
 教
会
の
一
つ
の
セ
ク
ト
に
な
り
、
最
後
に
は
、
文
献
 に
 痕
跡
を
残
し
て
消
滅
 

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
推
移
が
「
 マ
タ
 イ
 に
よ
る
福
音
書
」
の
背
後
に
現
わ
れ
て
い
る
と
 み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
 
 
 

の
 原
初
的
形
態
は
、
熱
狂
主
義
を
と
も
な
い
、
「
パ
レ
ス
 テ
ィ
ナ
 と
 シ
リ
ア
の
 境
 

目
 に
存
在
す
る
い
く
つ
か
の
心
教
会
」
と
結
び
つ
い
て
お
 り
 、
そ
こ
で
は
、
カ
リ
ス
マ
的
な
「
巡
回
預
言
者
」
（
 
毛
 が
コ
 
年
の
Ⅱ
 

づ
 （
 
0
 で
 ゴ
 の
む
が
 教
 



む
と
す
る
単
線
的
な
も
の
で
は
な
く
、
複
線
的
な
も
の
 で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
 、
 様
々
な
方
面
か
ら
明
ら
か
に
 さ
れ
て
お
り
、
 
E
.
 ケ
 

｜
ゼ
 マ
ン
の
説
も
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
 思
 わ
れ
る
が
、
問
題
は
、
や
が
て
現
実
的
統
合
を
な
し
と
 げ
て
い
く
教
会
の
歩
み
 

が
 、
思
想
的
に
は
ど
こ
ま
で
統
合
の
根
拠
を
持
っ
て
い
た
 か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
 
E
.
 

ケ
ー
 

セ
 マ
ン
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
 に
お
け
る
神
学
思
想
を
歴
史
の
中
で
と
ら
え
て
い
こ
 う
 と
す
る
わ
け
で
あ
る
 

が
 、
そ
れ
に
対
す
る
最
近
の
批
判
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
 つ
い
て
の
議
論
が
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
歴
史
 的
 、
文
献
的
見
地
か
ら
 

な
さ
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
教
義
的
、
護
教
的
見
地
 か
ら
な
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
二
、
三
年
 の
間
に
も
、
国
際
的
学
 

術
 雑
誌
に
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
文
が
 い
く
っ
か
現
 
わ
れ
た
が
、
・
い
ず
れ
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
有
し
て
い
る
（
 7
3
 
。
そ
こ
で
は
、
黙
示
 文
 

学
 が
福
土
日
に
よ
っ
て
完
全
に
変
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
 

が
 、
繰
返
し
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
歴
 史
の
経
過
の
中
で
は
、
 

完
全
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
想
が
突
然
に
現
わ
れ
、
 す
 べ
て
を
一
新
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
 的
 神
学
思
想
の
自
覚
的
 

展
開
は
、
そ
れ
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
諸
思
想
と
の
 折
 衝
の
中
で
、
徐
々
に
行
わ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
 り
 、
結
果
を
強
調
す
る
 

あ
ま
り
、
展
開
の
幅
を
無
視
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
 い
 。
出
来
上
が
っ
た
教
義
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
推
定
さ
れ
 た
 原
理
と
歴
史
的
始
源
 

（
 
8
 
3
 ）
 

と
は
、
必
ず
し
も
同
じ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

R
.
 ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
応
答
は
 、
 短
い
も
の
で
あ
る
 が
 、
 E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
問
題
提
起
の
意
味
を
一
応
ふ
 ま
 え
た
上
で
な
さ
れ
て
 

い
る
。
「
黙
示
文
学
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
母
で
あ
る
か
 」
と
題
す
る
そ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
パ
ウ
ロ
理
解
が
 中
心
テ
ー
マ
と
な
っ
て
 

（
㏄
）
 

お
り
、
結
論
と
し
て
は
、
「
黙
示
文
学
」
を
「
終
末
論
」
 に
 置
き
か
え
れ
ば
、
前
述
の
命
題
を
是
認
し
 ぅ
 る
と
 述
 ぺ
 ら
れ
て
い
る
。
 
宴
 す
 

る
に
、
 

R
.
 

ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
パ
ウ
ロ
か
ら
 ョ
 ハ
不
に
 か
け
て
次
第
に
ほ
 づ
 き
り
と
自
覚
さ
れ
て
く
る
「
現
在
的
 終
末
論
」
に
の
み
、
 
キ
 

（
 
ハ
り
 

4
 
叶
 
）
 

リ
ス
ト
 教
 神
学
の
起
源
を
見
る
と
い
う
従
来
の
立
場
を
固
 持
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
始
キ
リ
ス
ト
 数
 に
お
け
る
多
様
な
思
 

想
 傾
向
を
歴
史
的
に
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
ウ
 口
を
も
あ
る
程
度
相
対
化
し
て
な
が
め
よ
う
と
す
る
問
題
 意
識
か
ら
す
れ
ば
、
 
R
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黙示文学の思想と 福音 

ス
ト
 教
 神
学
が
導
き
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
 

命
 題
は
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
原
始
キ
リ
ス
ト
 

教
 思
想
の
多
様
性
を
統
 

合
す
る
実
体
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
は
適
当
で
 

 
 

わ
れ
て
い
る
黙
示
文
学
 

的
 思
想
傾
向
の
種
々
相
が
、
さ
し
あ
た
り
問
題
と
す
べ
 

き
も
の
で
あ
る
限
り
、
多
様
性
の
再
確
認
と
い
う
結
果
し
 

か
 出
な
い
で
あ
ろ
う
。
 斡
 

 
 

そ
れ
ら
が
共
通
の
思
想
傾
向
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
と
 

し
て
も
、
変
化
の
幅
は
、
す
で
に
共
通
性
を
名
目
的
な
も
 

の
に
し
て
し
ま
っ
て
 
い
 

 
 

 
 

思
想
の
歴
史
的
展
開
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
黙
示
 

文
学
的
思
想
傾
向
と
の
 ュ
 

書 の成立 

要
す
る
に
、
 

E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
の
命
題
は
 
、
 鋭
い
問
題
 提
起
で
は
あ
る
が
、
「
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
母
・
 

，
 ・
・
 

」
と
い
う
表
現
は
 
、
 

少
な
：
と
も
保
留
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
明
ら
 

か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
黙
示
文
学
と
呼
ば
れ
る
歴
史
的
に
 

明
確
な
現
象
か
ら
キ
リ
 

（
 
4
 
4
 ）
 

0
 課
題
と
し
て
残
し
て
お
く
。
 

・
ブ
ル
ト
マ
ン
の
指
摘
も
、
 

E
.
 

ケ
ー
 

セ
 マ
ン
の
命
題
に
 
対
し
て
、
パ
ウ
ロ
の
側
面
か
ら
疑
問
を
提
起
し
た
と
い
 

う
こ
と
に
と
ど
ま
る
で
 

あ
ろ
う
。
 

パ
ウ
ロ
と
黙
示
文
学
思
想
と
の
関
係
は
確
か
に
微
妙
で
あ
 

る
 。
特
に
こ
の
場
合
、
所
謂
熱
狂
主
義
の
位
置
つ
け
 

：
。
。
，
（
 

1
 
4
 

）
 力
 問
題
と
な
る
。
 コ
リ
 

ン
ト
教
会
に
見
ら
れ
た
熱
狂
主
義
者
に
向
か
っ
て
、
パ
ウ
 

ロ
が
 厳
し
く
対
決
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
 

E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
に
 よ
 

ね
ば
 、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
熱
狂
主
義
は
、
黙
示
文
学
が
将
 

来
 に
待
望
し
た
こ
と
も
す
で
に
実
現
し
た
と
み
な
す
の
で
 

は
あ
る
が
、
あ
る
点
で
 

は
 、
復
活
 節
 後
の
黙
示
文
学
と
の
つ
な
が
り
も
失
っ
て
 

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
、
パ
ウ
ロ
も
、
こ
の
熱
狂
 

主
 義
を
反
駁
し
っ
 っ
、
黙
 

示
 文
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
「
使
徒
に
よ
る
 

反
熱
 狂
 主
義
の
戦
 い
は
 、
結
局
究
極
的
に
は
、
黙
示
文
学
の
旗
 

の
下
に
遂
行
さ
れ
た
の
 

で
あ
る
。
し
（
 

め
 ）
そ
う
な
る
と
、
コ
リ
ン
ト
の
熱
狂
主
義
は
 
、
 
一
応
、
黙
示
文
学
的
熱
狂
主
義
か
ら
は
区
別
さ
れ
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
 

熱
狂
主
義
の
問
題
を
め
ぐ
る
パ
ウ
ロ
の
 

思
 想
の
複
雑
な
性
格
は
、
お
そ
ら
く
、
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
 

第
一
の
手
紙
」
と
「
 
コ
 

リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
」
と
の
間
に
存
在
す
る
 

曲
 折
 と
も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
 

以
 上
 立
ち
入
ら
ず
、
今
後
 



原
始
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
黙
示
文
学
的
思
想
傾
向
と
の
 関
連
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
共
観
福
音
書
の
存
在
を
 、
こ
の
問
題
の
中
に
 

的
確
に
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
ま
ず
 第
一
に
、
共
観
福
音
書
に
保
存
さ
れ
て
い
る
古
い
伝
承
 か
 ら
 、
イ
エ
ス
が
黙
示
 文
 

学
的
な
も
の
と
ど
う
か
か
わ
っ
た
か
を
考
え
、
第
二
に
 、
 教
団
に
由
来
す
る
と
み
な
さ
れ
る
共
観
福
音
書
中
の
駄
 赤
緑
断
片
の
意
味
を
確
 

定
し
 、
第
三
に
、
福
音
書
と
い
う
文
学
類
型
の
成
立
と
 黙
示
文
学
思
想
と
の
関
係
を
さ
ぐ
る
必
要
が
あ
る
。
 イ
ェ
 ス
は
 つ
い
て
は
、
は
っ
 

き
り
し
た
断
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
批
判
的
作
業
を
通
 し
て
摘
出
さ
れ
た
資
料
に
関
す
る
限
り
で
は
、
終
末
と
の
 直
接
性
の
中
に
生
き
て
 

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
黙
示
文
学
恩
 相
 心
と
は
一
応
区
別
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
兵
額
 
福
 音
書
中
の
黙
示
録
断
片
 

と
し
て
は
、
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
一
玉
と
そ
の
 平
 行
 記
事
が
有
名
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
黙
示
録
的
説
教
は
 、
す
で
に
早
く
か
ら
 伝
 

（
 
7
 
4
 ）
 

承
の
中
へ
入
り
こ
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
 形
態
に
構
成
し
た
の
は
福
音
書
記
者
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
 故
 、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
 

第
三
の
問
い
と
共
に
、
福
音
書
記
者
の
思
想
と
い
う
択
一
 
几
で
 考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

結
局
、
福
音
書
記
者
達
が
福
音
書
と
い
う
文
学
類
型
を
 生
み
出
す
さ
い
に
、
黙
示
文
学
 悪
想
 が
ど
の
よ
う
な
 影
郷
 日
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
 

う
 問
い
が
さ
し
あ
た
り
重
要
に
な
る
。
福
音
書
記
者
達
 は
、
 各
々
異
な
っ
た
状
況
の
中
か
ら
異
な
っ
た
福
音
書
を
 書
い
て
い
る
が
、
こ
の
 

（
 
8
 
@
 
寸
 
）
 

文
学
類
型
の
成
立
は
 、
 主
と
し
て
最
初
の
福
音
書
記
者
 マ
ル
コ
に
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

E
.
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
 は
 、
論
文
の
中
で
、
短
い
 

付
記
と
し
て
、
福
音
書
と
黙
示
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
 込
 

 
 

ト
 教
に
お
け
る
「
歴
史
 

的
 思
惟
」
（
三
器
 0
 （
片
の
の
す
の
の
し
の
 

コ
呑
コ
 ）
を
可
能
に
し
 た
 。
何
故
な
ら
ば
、
黙
示
文
学
思
想
は
、
世
界
を
 
、
初
 め
と
終
り
を
持
つ
も
の
 

      

G5 り 

関
連
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
 重
 要
 な
指
摘
で
あ
り
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
 

E
.
 

ケ
ー
 

ぜ
マ
 ン

の
 説
は
高
く
評
価
ざ
し
 

 
 

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 



と
し
て
見
、
ま
た
、
歴
史
を
、
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
 

る
い
く
つ
か
の
時
期
の
連
続
の
う
ち
に
一
定
方
向
へ
動
く
 

も
の
と
し
て
見
る
か
ら
 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
影
響
下
に
、
イ
ェ
ス
の
ケ
リ
 

ュ
グ
マ
 
を
単
に
「
宣
教
す
る
」
（
 

ゼ
織
 
ガ
オ
 
コ
 
ま
ゆ
の
 

コ
 
）
だ
け
 で
な
く
、
「
物
語
る
」
 

（
の
 
S
 曲
ま
 
目
 ）
可
能
性
が
開
け
、
福
音
書
と
い
う
独
特
の
 

文
学
類
型
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
イ
エ
ス
 

の
 物
語
は
 
、
 新
し
い
 
状
 

況
の
中
で
、
新
し
い
経
験
に
基
づ
い
て
、
繰
返
し
語
ら
 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
福
音
書
は
 

、
 一
つ
で
は
な
く
、
 

い
く
つ
も
で
き
る
こ
と
 

に
な
る
。
要
す
る
に
、
「
福
音
の
歴
史
（
緩
の
の
せ
が
 

コ
 
洩
の
）
 

田
 
の
の
す
の
の
の
 

s
c
 

ゴ
円
 
c
h
 

（
の
）
は
、
預
言
者
的
宣
教
と
同
様
に
 

、
 復
活
餌
後
の
黙
示
文
学
 

の
 産
物
な
の
で
あ
る
。
」
以
下
の
論
述
で
は
、
 

E
.
 ケ
｜
 
ゼ
 マ
ン
に
よ
っ
て
簡
単
に
言
及
さ
れ
た
こ
の
問
題
を
 

、
 前
述
の
命
題
と
共
に
 

、
 

別
 な
角
度
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

黙
示
文
学
に
現
わ
れ
る
「
歴
史
的
思
惟
」
は
、
所
謂
 

歴
 史
記
述
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
史
実
と
 

関
連
を
有
す
る
様
々
 

な
 出
来
事
が
語
ら
れ
る
場
合
に
も
、
す
べ
て
は
、
終
末
 

へ
 向
か
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
意
味
 

を
 持
つ
。
こ
こ
で
は
、
 

歴
史
が
決
定
論
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
歴
史
の
統
 

 
 

黙
示
文
学
の
特
徴
は
 

、
 

そ
の
よ
う
な
事
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
終
末
に
達
す
る
 

ま
で
に
一
定
の
期
間
を
想
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
 

期
 間
は
 、
し
ば
し
ば
、
「
 

中
 

目
）
と
し
め
九
三
・
一
 

肘
間
 時
代
」
 
｜
 
C
 き
 
一
四
、
九
一
・
一
二
 

白
の
口
（
の
 

田
 
0
 
｜
一
 
セ
 
て
 に
お
け
る
「
週
の
幻
」
（
 
組
織
化
さ
れ
て
い
が
。
典
型
的
な
例
は
、
「
第
一
エ
ノ
 

。
③
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
（
 

，
 ）
 
毛
 o
n
 

目
の
 

コ
丘
絃
 

ク
書
 」
（
 

  

経
 
「
 一
 0
 適
 し
に
区
分
さ
れ
る
。
第
八
週
か
ら
メ
シ
ア
 

時
代
が
始
ま
り
、
第
九
週
と
第
一
 

0
 週
に
お
け
る
最
後
 

0
 審
判
を
経
て
 
、
 新
し
い
 
世
 

 
 

間
 時
代
の
長
さ
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
る
。
 

「
モ
ー
セ
の
昇
天
」
 

一
 0
.
 

 
 

示
 文
学
は
、
終
末
に
強
 

い
 関
心
を
寄
せ
な
が
ら
も
、
 

終
 末
 そ
れ
自
体
よ
り
も
、
そ
の
 

-
 
良
 
5
 
。
）
 

前
の
状
態
を
描
く
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
る
よ
う
に
，
 

ね
 

思
わ
れ
る
。
 

（
 
4
 
二
 
Ⅰ
 
）
 

黙
 

前
述
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
は
 

、
 神
の
支
配
の
到
来
に
直
 

面
し
て
生
き
て
お
り
、
現
在
に
お
け
る
神
の
要
求
の
徹
底
 

化
を
説
い
た
。
 
イ
エ
 109 く 555) 



ス
の
 意
図
は
 、
 近
い
終
末
に
つ
い
て
「
教
え
る
」
（
 
サ
の
 
（
の
す
 

（
の
 
コ
 ）
こ
と
で
は
な
く
、
近
い
終
末
に
直
面
し
て
「
呼
び
 か
け
る
」
（
 

a
u
 

れ
 
（
 け
 （
の
 
づ
リ
 

（
 
ニ
リ
 

く
 
Ⅰ
 
）
 

こ
と
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
イ
ェ
ス
の
直
接
性
に
よ
っ
て
 鼓
舞
さ
れ
た
時
代
が
去
り
、
イ
ェ
ス
自
身
を
も
教
え
の
 中
 へ
と
り
こ
も
 う
と
す
 

る
 試
み
が
始
ま
っ
た
時
、
こ
の
世
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
 生
 を
も
う
一
度
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
な
お
そ
う
と
い
う
 主
張
に
支
え
ら
れ
て
 成
 

（
 
ス
 
二
リ
 

u
 
）
 

立
し
た
の
が
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
で
あ
る
。
 即
 ち
 、
無
媒
介
的
に
イ
エ
ス
 と
 共
に
あ
る
こ
と
の
困
難
さ
を
 覚
え
つ
つ
も
、
必
然
的
 

な
 教
義
化
の
流
れ
に
抗
し
て
、
微
妙
な
屈
折
の
う
ち
に
 イ
エ
ス
の
生
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
福
音
書
 記
者
の
道
が
あ
っ
た
。
 

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
イ
エ
ス
の
 死
 と
復
活
だ
け
で
な
 く
 、
そ
れ
に
い
た
る
ま
で
の
地
上
の
イ
エ
ス
が
描
か
れ
る
 。
仮
令
、
基
本
的
方
向
 

と
し
て
は
、
十
字
架
の
死
に
向
か
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
 中
間
の
生
は
、
そ
れ
自
体
の
重
み
を
も
っ
て
受
け
取
ら
 れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
、
世
界
の
歴
史
に
関
す
る
黙
示
文
学
的
思
考
法
 る
 
一
人
の
人
間
の
歴
史
へ
投
影
さ
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
な
 い
こ
と
も
な
い
。
そ
う
 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
黙
示
文
学
と
福
音
書
の
外
見
的
 相
も
 漫
 に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
両
者
の
関
係
を
論
ず
る
 可
 龍
佳
は
あ
る
と
思
わ
れ
 

る
 。
 

外
見
的
に
類
似
し
て
い
る
箇
所
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
一
二
一
は
、
一
九
世
紀
以
来
 
、
「
 小
 黙
示
録
」
と
 呼
 

ば
れ
、
そ
の
二
次
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
今
 目
 で
は
、
そ
の
挿
入
の
意
図
は
、
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
の
 思
想
の
中
に
位
置
づ
け
 

ら
れ
る
。
マ
ル
コ
は
、
こ
の
箇
所
で
、
独
立
し
た
黙
示
 録
 断
片
を
か
り
て
、
イ
ェ
ス
の
黙
示
的
説
教
を
構
成
し
た
 と
み
な
さ
れ
る
が
、
 
そ
 

の
さ
い
に
、
当
然
い
く
つ
か
の
附
加
、
修
正
を
行
な
っ
た
 。
し
か
し
、
も
し
、
マ
ル
コ
が
黙
示
文
学
の
根
本
的
性
 格
 に
対
し
て
違
和
感
を
 

持
っ
て
い
た
な
ら
 ぱ
 、
こ
の
よ
う
な
題
材
を
用
い
な
か
 っ
 た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
附
加
、
修
正
は
 、
む
し
ろ
、
新
し
い
 適
 

用
の
試
み
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
 つ
が
 、
一
二
一
 ・
 一
 0 
の
「
そ
し
て
、
ま
ず
、
す
べ
て
の
民
に
、
福
音
が
 宣
教
さ
れ
な
け
れ
ば
な
 

，
う
な
い
」
と
い
う
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
 

「
福
音
」
（
③
色
目
 隷
キ
 。
さ
の
宣
教
は
、
組
織
立
て
ら
れ
 た
 体
制
の
下
に
一
定
の
 

（
 
辞
 ）
 

教
義
を
伝
達
す
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
福
音
書
形
成
の
 動
機
と
結
び
っ
い
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
 ら
な
い
。
そ
れ
故
、
 
こ
 

く 5 ㏄ ) Ⅰ 10 



れ
け
い
 

、
一
・
一
に
あ
り
 

卜
 
リ
ブ
 

つ
 「
 
ノ
 
Ⅱ
 エ
 ス
・
 キ
 Ⅱ
リ
ス
ト
の
福
士
 

 
 

セ
ン
 い
は
、
 
-
-
 
二
・
一
 
0
 

を
 「
一
息
つ
く
 

間
 」
（
 
下
汀
ヨ
 
㌧
窄
 
き
 ）
と
呼
ん
で
い
る
 

 
 

も
の
と
し
て
は
適
切
な
 

表
現
で
あ
ろ
う
。
 

黙
示
文
学
に
は
、
元
来
、
終
末
の
危
機
的
到
来
に
対
す
 

る
 警
告
と
そ
の
た
め
の
備
え
を
勧
め
る
訓
戒
と
の
二
つ
の
 

要
素
が
含
ま
れ
て
い
 

る
 。
両
者
は
分
か
ち
え
な
い
が
、
時
に
よ
っ
て
、
ど
ち
 

，
 
ら
か
の
要
素
が
優
勢
に
な
る
こ
と
は
あ
る
。
前
者
に
力
点
 

が
 置
か
れ
れ
ば
、
「
 

第
 

一
ェ
 
ノ
ク
 重
二
の
よ
う
に
、
神
的
私
議
そ
の
も
の
の
開
示
 

が
 強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
後
者
に
力
点
が
置
か
れ
 

れ
ば
、
「
一
二
族
長
の
 

ぬ
 
聖
目
」
の
よ
う
に
、
倫
理
的
 

教
説
 が
強
調
さ
れ
る
こ
と
 

に
 は
神
 

。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
警
告
は
単
な
る
（
 

o
 ）
 

威
嚇
で
は
な
く
、
ま
た
、
 

訓
戒
は
単
な
る
道
徳
律
で
は
な
い
。
こ
の
思
考
 

法
 の
 一
 つ
め
 独
自
な
展
開
は
、
死
海
文
書
の
中
の
「
戦
い
の
 

書
 」
（
 一
 
Q
M
 ）
に
示
さ
れ
 

て
い
る
と
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
果
た
し
て
純
粋
 

な
 黙
示
文
学
と
 
い
 え
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
 

少
 な
く
と
も
、
黙
示
文
学
 

と
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
 

終
末
に
先
立
つ
光
の
子
と
闇
の
子
と
の
戦
い
が
、
兵
法
 

と
 祭
儀
規
定
と
共
に
語
 

 
 

に
お
い
て
勧
め
ら
れ
て
い
る
福
音
の
宣
教
も
、
こ
の
よ
 

う
な
思
想
 
圏
 と
の
関
連
 

ぬ
 
の
う
ち
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 

そ
れ
と
同
じ
思
考
 

法
が
 、
十
字
架
に
い
た
る
イ
エ
ス
の
 

生
 る
、
 教
え
と
奇
跡
行
為
に
 

か
 
お
い
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
動
機
と
結
び
つ
け
て
 

ぃ
 た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

硅
 

多
く
の
 
蟄
 不
文
学
は
、
そ
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
 

、
 隠
さ
れ
た
 
秘
 義
の
開
示
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
 

 
 

ゆ
 
に
よ
る
福
音
書
」
は
、
し
ば
し
ば
「
秘
密
の
顕
現
の
書
想
え
る
「
 

，
 

私
学
ロ
 （
の
の
下
文
ヨ
芝
山
の
の
の
 

コ
 
の
 
c
 
ゴ
ゆ
 
め
（
）
で
あ
り
、
 

 
 

さ
れ
る
。
他
方
、
「
マ
ル
コ
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
そ
の
 

（
 
3
 
G
 
 

）
 

呼
鯛
 
）
 

鼠
 

，
 
ね
び
名
は
、
従
来
、
所
謂
「
メ
シ
ア
の
秘
密
」
（
 

ま
 羽
の
 
寸
 の
ゆ
の
 

ゴ
 臼
ヨ
田
の
）
と
い
う
表
象
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
が
 

、
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
 

 
 
 
 
 
 

憲
 

こ
の
よ
う
な
表
象
は
 

、
 必
ず
し
も
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
の
 

思
想
に
適
合
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
マ
ル
コ
に
 

よ
る
福
音
書
」
に
お
け
 



る
 
「
秘
密
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
存
在
は
疑
い
え
な
い
の
で
 あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
か
と
い
 う
こ
と
は
繰
返
し
問
わ
 

（
㏄
）
 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
秘
密
」
の
モ
テ
ィ
 ｜
フ
 と
の
関
連
で
、
四
・
一
一
の
「
神
の
支
配
の
奥
義
（
 

  

ぅ
 舌
口
薬
が
注
目
さ
れ
る
。
讐
の
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
の
 

，
 
っ
 ち
に
現
わ
れ
る
こ
の
言
葉
を
、
伝
承
の
ど
の
段
階
に
位
 置
 づ
け
る
か
と
い
う
こ
 

-
5
 

く
 
Ⅴ
 
）
 

と
は
、
か
な
り
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
福
音
書
記
者
 マ
ル
コ
の
思
想
と
全
く
無
関
係
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
 で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

と
も
か
く
、
マ
ル
コ
の
用
い
た
「
秘
密
」
の
モ
テ
ィ
ー
 フ
は
 、
黙
示
文
学
的
な
「
私
議
」
と
た
だ
ち
に
同
一
視
す
 る
こ
と
は
で
き
な
い
と
 

し
て
も
、
生
け
る
イ
エ
ス
の
伝
承
と
結
び
つ
き
、
福
音
 圭
 日
形
成
の
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

黙
示
文
学
の
秘
義
的
性
格
と
共
に
、
そ
の
偽
名
性
が
よ
 く
 知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
著
者
名
は
 、
 多
く
の
場
合
 、
旧
約
聖
書
か
ら
と
 

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

エ
ノ
ク
、
 ノ
ア
、
ア
フ
ラ
ハ
ム
、
 
モ
ー
セ
、
バ
ル
ク
、
ダ
ニ
エ
ル
、
 

エ
ス
ラ
 等
々
が
神
的
 秘
 義
を
知
っ
て
書
き
記
 

し
 、
そ
れ
が
、
ひ
そ
か
に
保
存
さ
れ
た
後
に
、
開
示
さ
 れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
名
だ
け
で
低
く
、
一
般
 的
に
、
黙
示
文
学
で
 扱
 

わ
れ
て
い
る
材
料
の
多
く
は
、
旧
約
聖
書
に
よ
っ
て
い
る
 。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
黙
示
文
学
が
独
創
的
で
な
 い
こ
と
を
示
す
わ
け
で
 

は
な
く
、
古
い
材
料
は
 、
 新
し
く
 創
り
 変
え
ら
れ
て
い
る
 
で
あ
る
。
（
 

6
 
6
 
 

）
 そ
の
点
に
関
す
る
限
り
で
は
、
黙
示
文
学
 は
 、
ラ
ビ
文
学
と
も
 相
 

通
ず
る
面
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
福
音
書
 の
 材
料
は
、
イ
ェ
ス
の
出
来
事
の
独
自
性
に
対
応
し
て
、
 新
し
い
も
の
と
み
な
さ
 

れ
う
る
。
し
か
し
、
福
音
書
の
中
に
、
旧
約
聖
書
の
引
 用
や
旧
約
聖
書
の
あ
る
部
分
を
暗
示
す
る
箇
所
が
数
多
く
 含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
 

確
か
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
関
係
は
、
や
は
り
考
慮
さ
 れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
、
従
来
し
ば
し
ば
し
 は
 な
さ
れ
て
き
た
よ
 う
 

に
 、
旧
約
聖
書
を
「
預
言
」
と
し
、
福
音
書
の
記
事
を
 

「
成
就
」
と
み
な
す
単
純
な
図
式
化
に
お
ち
い
る
こ
と
 は
 避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
 

う
 。
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
「
 預
言
と
成
就
」
の
思
考
 法
 は
な
く
、
イ
ェ
ス
の
生
を
旧
約
 聖
書
的
色
彩
の
う
ち
に
 

（
 
7
 
6
o
 

）
 

描
く
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
 

旧
約
聖
書
と
の
結
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
 

黙
 示
 文
学
は
、
パ
リ
サ
イ
派
律
法
学
者
の
正
統
的
ユ
ダ
ヤ
 数
 に
基
盤
を
有
す
る
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も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
ど
の
 

よ
う
な
集
団
に
由
来
す
る
か
を
正
確
に
見
極
め
る
こ
と
は
 

困
難
で
あ
る
。
 

E
.
 

シ
 

コ
ー
ラ
ー
も
述
べ
た
よ
う
に
、
黙
示
文
学
の
背
後
に
 

エ
 ッ
セ
ネ
 
派
を
想
定
す
る
説
は
根
拠
薄
弱
で
あ
る
の
で
、
 

結
 局
 、
こ
れ
ら
の
文
書
 

は
 、
あ
る
派
の
産
物
で
は
な
く
、
自
由
な
宗
教
的
個
性
 

 
 

し
て
い
く
時
代
の
正
統
 

的
 ユ
ダ
ヤ
教
で
は
、
そ
の
集
団
の
中
に
「
預
言
者
」
の
 

存
在
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
他
方
、
現
在
も
な
お
 

神
 の
 霊
感
を
受
け
た
人
が
 

 
 

黙
示
文
学
的
思
想
傾
向
は
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
中
 

で
っ
ち
か
わ
れ
、
そ
れ
 

が
、
 時
に
黙
示
文
学
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
文
書
と
 

な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
底
に
ひ
そ
ん
で
い
 

る
 動
機
は
 
、
 神
か
ら
 
与
 

え
ら
れ
た
約
束
と
現
実
の
苦
難
と
の
間
に
矛
盾
を
見
た
こ
 

と
で
あ
っ
た
。
黙
示
文
学
の
担
い
手
達
は
、
こ
の
 

悲
 観
的
 現
実
を
の
り
こ
 
え
 

て
 、
将
来
の
希
望
を
説
き
勧
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
の
希
望
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
終
末
 

へ
 
向
か
う
生
を
歩
み
通
す
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
展
望
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 

そ
れ
な
る
が
故
に
、
黙
示
文
学
的
呼
び
か
け
は
、
結
果
 

的
に
は
、
多
く
の
パ
 

ン
 

ス
テ
ィ
ナ
民
衆
の
抵
抗
運
動
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
 

と
 思
わ
れ
る
。
，
（
 

0
 
7
 
 

）
 か
つ
て
 

R
.
H
.
 

チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
黙
示
 

文
 学
の
 ガ
リ
ラ
ヤ
起
源
を
 

強
調
し
た
が
、
（
 

1
 
7
 
 

）
 今
日
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
の
多
 

く
の
も
の
が
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
お
い
て
、
 

ヘ
 フ
ル
 語
か
 ア
ラ
ム
語
で
書
か
れ
、
 

@
 
花
 ）
 

ぬ
 
後
に
諸
国
語
に
訳
さ
れ
て
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
 

受
け
容
れ
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

が
 

「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
が
全
体
と
し
て
 

ガ
リ
 ラ
ヤ
 約
 性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
広
く
認
め
ら
れ
 

て
き
た
が
、
そ
れ
を
ど
 

う
意
 

福
味
 づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
 

理
 解
が
あ
り
う
る
。
（
 

3
 
7
 
 

）
 ガ
リ
ラ
ヤ
 
的
 性
格
を
福
音
書
記
者
 
マ
 ル
コ
 の
立
っ
て
い
た
精
神
的
 

土
日
 

@
@
 

鴨
 
風
土
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
民
衆
と
の
結
び
っ
き
紳
一
 

｜
一
 三
と
一
四
 
｜
 一
六
（
受
難
物
語
）
と
で
、
 

民
 

 
 

  

（
 
筏
 ）
 

ね
 統
合
的
に
把
握
す
る
と
、
マ
ル
コ
は
、
総
体
と
し
て
 

の
 民
衆
に
対
し
て
は
、
親
近
感
と
同
時
に
、
一
種
の
距
 

雑
 感
を
も
持
っ
て
い
た
よ
う
 

 
 

し
か
し
、
と
も
か
く
、
ガ
リ
ラ
ヤ
の
 

民
 衆
 と
の
関
係
が
 
、
 「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
形
成
の
基
 

本
曲
動
機
の
一
つ
で
あ
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  れ 記 に 示 れ に は 認 

  以上 里 " 犬 、 、それ @ ま、 者 マ 拡大 文学 まで 関与 避け めら 

                                            の 居、 見し えて         材 @ る し言各労 じ 学 し の て 想、 な     
ぅこ、 思想と全に一に代えようと 音書 成 が 、そ -6 7 ） くると き る 。 ことは ただち ｜ 

ら の 致 す 立           

と     
は、い うではれる。 いので イエス とは、 休と黙 しばし ではな にいた 成立し つ しただ く f ょ、 - ある 描 を ィェ 示文 @ ま 、 く、 思 る たな         の ェ れ 的 と の 

さ コ 土 日 

い 重 日 点で とし 思想 思想 の ス によ 雲囲 速断 

@ こ tC た と と 用、 っ 気 す " 
も お   
着 て 連関が 、そ 福音書が の相違 黙 想と て、こ の形成 ること 

は 試 く て コ 

、 み と い は 
十 ら も た ガ   
分 れ 、 と り 

考 た 最 ろ う 

え 福 初 な ヤ 
の さ を 

ら れ 立 書幅 日 れ強 
る と 昔 る 調 
こ い 書 。 し 

と う が ガ 、   
あ し 成 ラ カ 

る い さ ヤ は 
。 文 れ 約 エ 

学 た と か 
類 纂 い サ 
聖 鑑 ラ ン 

の は こ ム 

        と る   
そ 来 そ 調   
自 宗 ま る 
休 教 ま が 
が 的 反   

、 中 ヱ そ   
背後に 代の思 からず サレム   
的 て と 、     
に と こ ぞ 

対 い と れ 
す え に の 

る る つ 土 
間 で な 地 
題 あ が と 
提 る る 結 
起 う と び 
で 。 は っ 
あ そ 限 り 
っ の ら た 
た よ な 教 
と う い 団   
う 埋   " 存 
こ 所 生 存 
と で な し 

っ
 た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 
共
観
 福
音
菩
に
お
い
て
は
、
 
ガ
リ
ラ
ヤ
と
い
う
地
名
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
と
い
う
地
名
 と
 対
置
さ
れ
る
。
マ
ル
 

 
 

 
 



黙示文学の思想と 

 
 

る
 。
黙
示
文
学
の
思
想
も
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
の
 一
 っ
 
に
は
な
り
 ぅ
 る
か
も
知
れ
な
い
。
 

 
  

 

及
び
そ
こ
に
お
け
る
展
開
と
屈
折
を
見
極
め
、
そ
れ
を
 新
約
聖
書
時
代
の
思
想
全
体
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
 こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
 

の 6 り 

お
い
て
は
、
編
集
史
的
方
法
に
よ
る
各
福
音
書
記
者
の
思
 

想
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
 

の
 連
続
性
と
非
運
 
統
性
 

福音 

惟
 」
を
そ
れ
自
体
と
し
て
明
瞭
に
展
開
し
た
の
が
福
音
 書
記
者
 ル
カ
 で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
今
日
 の
 共
観
福
音
書
研
究
に
 

簗
 
起
 タ
 
他
の
福
音
書
記
者
の
思
想
も
、
こ
の
問
題
と
の
連
関
 

イ
 
に
よ
る
福
音
壺
の
背
後
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

千
の
連
続
性
の
面
を
確
認
し
 

向
は
、
終
末
へ
向
か
う
強
烈
 

現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
 

が
統
合
さ
れ
る
可
能
性
が
含
 

が
用
い
ら
れ
る
の
で
、
「
 歴
 

こ
め
ら
れ
た
一
種
の
情
念
と
 

そ
の
よ
う
な
情
念
を
あ
る
 意
 

そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
っ
 

結
局
、
 

E
,
 

ケ
ー
 

ゼ
 マ
ン
 

福
音
書
成
立
の
基
礎
に
な
っ
 

と
い
う
文
学
類
型
を
最
初
に
 て

お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
福
音
書
の
成
立
に
あ
 

た
 -
,
 

て
 影
響
を
及
ぼ
し
た
黙
示
文
学
的
な
思
想
 

傾
 

な
 関
心
を
い
だ
き
な
が
ら
も
、
そ
こ
へ
い
た
る
目
前
の
 

生
の
道
程
を
一
つ
一
つ
 
確
 訳
し
ょ
う
と
す
る
姿
勢
に
 

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
間
近
な
再
臨
待
望
」
と
「
歴
史
 

的
 思
惟
」
と
い
う
一
見
矛
盾
す
る
二
つ
の
思
考
 

法
 

ま
れ
て
い
る
。
確
か
に
黙
示
文
学
に
お
い
て
は
、
終
末
 

に
 先
立
つ
出
来
事
を
描
く
に
あ
た
り
、
象
徴
や
比
 

倫
 

史
的
思
惟
」
と
い
っ
て
も
、
福
音
書
に
比
べ
て
、
具
体
 

性
が
 乏
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
反
面
、
そ
の
裏
に
 

、
そ
れ
な
る
が
故
に
悟
り
 
ぅ
る
 歴
史
の
側
面
に
は
注
目
 
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
は
 

、
 

味
 で
は
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
よ
り
具
体
的
な
イ
エ
ス
の
 

歴
 史
的
生
の
種
々
相
を
描
き
上
げ
る
こ
と
の
う
ち
に
、
 

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

の
 命
題
は
、
新
約
聖
書
の
思
想
の
多
様
性
を
超
克
す
る
 

カ
 を
 持
っ
と
は
い
い
き
れ
低
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
 

た
 思
想
に
関
す
る
限
り
で
は
、
あ
る
程
度
の
妥
当
性
を
有
 

す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
福
音
書
 

編
み
出
し
た
の
は
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
で
あ
る
の
で
、
 

本
 稿
 で
も
、
マ
ル
コ
の
思
想
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
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ぉ
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へ
助
い
ぽ
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（
ー
）
 木
 ・
 
メ
 o
c
 
す
、
わ
 ミ
ざ
 め
 v
o
 
「
 曲
ぬ
 
「
 ら
で
 き
ぬ
宙
も
こ
下
内
 @
.
 

お
ぬ
切
 ～
「
 
ぬ
 ～
 
漱
い
討
 
Ⅰ
Ⅰ
 
卜
驚
中
ぬ
ド
め
ハ
さ
 時
ぬ
 
r
 Ⅹ
Ⅰ
も
 
オ
吋
回
の
 

め
～
 
咬
 ～
 
ぬ
め
 い
ぬ
 Ⅰ
～
 
め
 ～
も
 め
 「
 馬
 由
良
き
み
・
）
 

 
 
 
 
 
  
 

り
雨
 
お
め
 

0
%
 

Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
な
お
も
も
 

@
 
ぃ
り
 

0
%
 

㏄
も
に
 

0
%
 

い
 お
 レ
 悪
め
き
 
@
 
ド
 か
ま
さ
 
吋
ぃ
 
n
 Ⅰ
 窯
 ト
田
 Ⅰ
 
下
ぬ
 
Ⅰ
ト
つ
㎏
円
心
 

穏
さ
 
ヘ
ネ
リ
ン
 
ミ
 0
 き
も
 臣
叫
も
 

・
の
由
井
 
の
 Ⅰ
 
匹
 0
 ヰ
 
ア
ト
リ
Ⅱ
 

0
.
 

の
 ト
 ）
 由
 

（
 
2
 ）
 
め
 ・
 困
陣
 の
の
 
ヨ
ぃ
コ
コ
 
・
持
し
 ぽ
キ
コ
 （
 
曲
 戸
帳
 
の
 c
 オ
 ～
 
抜
曲
ざ
オ
め
 
「
 ド
 ア
 の
 0
-
0
 

旧
の
Ⅹ
（
以
下
，
豆
の
ン
コ
Ⅰ
 曲
 コ
内
の
 
，
と
 略
記
）
 
N
 づ
 下
木
 白
 Ⅱ
・
 ト
の
ウ
つ
 

・
の
・
ト
ウ
 
い
｜
 

お
 の
・
 ト
ハ
 ぃ
心
心
 
潮
 め
い
 
む
ぬ
 犬
心
「
 
め
お
 
き
心
持
さ
 典
 ㏄
心
印
円
柱
お
 

お
 Ⅹ
 憶
 ㏄
 ぉ
目
 
（
以
下
由
六
旬
Ⅰ
と
略
記
）
 
、
 の
の
 
ロ
ぎ
 内
の
 
ロ
 ・
 ト
り
 
ウ
ナ
の
・
㏄
ド
ー
ト
 

っ
   

（
 
3
 
）
教
団
の
原
初
形
態
を
黙
示
文
学
と
の
関
係
に
お
い
て
 
見
 よ
う
と
す
る
試
み
は
、
そ
れ
以
前
の
 B
.
 
ケ
ー
 ゼ
 マ
ン
の
論
文
 
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
 

Ⅱ
，
六
出
ほ
日
付
コ
ダ
。
㏄
 

曲
 （
 
N
 の
 オ
 ム
ミ
幅
の
 
ロ
オ
 の
 c
 ゴ
 （
の
の
 
@
 
ヨ
之
 e
 口
の
 
ロ
円
 e
s
t
a
 

ヨ
臼
 （
 ，
毛
 づ
め
ゲ
ト
 っ
 Ⅰ
 亡
の
 ・
 ロ
 ・
 ぃ
 ～
㏄
１
 

%
0
.
 

Ⅰ
 リ
イ
ト
め
 

Ⅰ
・
 の
 ・
つ
つ
 

｜
 ㏄
㏄
 

（
 
4
 ）
の
・
Ⅱ
 ヴ
由
ぎ
下
 
，
口
耳
の
 ニ
コ
ら
 0
%
 
ふ
の
 
仁
ざ
ア
 
の
Ⅰ
月
下
 
の
 0
-
0
 

の
ず
ン
 
・
い
つ
か
 日
ハ
り
ダ
 （
の
 
の
グ
 
の
・
 
o
N
 
Ⅱ
 l
.
 
け
ト
ト
 
・
 め
 ・
 巾
 u
c
 
す
 % 
、
 
、
 
C
 ヴ
の
 
q
Q
@
 
の
 レ
ロ
日
帳
 

ド
ヴ
 
の
 

0
@
 
コ
の
 
Ⅱ
 0
%
 
ふ
 の
（
 
-
T
 
ゴ
 0
 二
円
 甘
ゆ
 
0
-
0
%
 

ざ
こ
 ・
 い
 Ⅱ
 む
 本
曲
 の
 ・
 ト
 の
の
 
ぃ
，
の
 い
ト
り
 
１
 %
 む
 Ⅱ
 

（
 
5
 ）
 
め
 ・
木
山
 
お
ヨ
ぃ
コ
コ
，
接
 
ぎ
 ヨ
 
d
 ヰ
 0
 ヨ
 ぃ
 4
 の
 
q
E
 「
 
い
ヰ
 
「
 @
 
の
 （
 
@
 。
 す
 臼
 や
ロ
 色
 缶
モ
 笘
守
 ，
（
以
下
，
 ぎ
 ョ
円
 汀
ョ
 p
,
 
と
 略
記
Ⅰ
 
Z
 目
 
Ⅰ
 
討
再
白
め
 
・
）
の
む
 
N
,
 の
 

ぃ
白
 
Ⅱ
１
 

%
A
.
 

Ⅱ
Ⅱ
 

マ
 Ⅰ
Ⅵ
Ⅰ
 
-
 巾
ア
目
宇
１
 
）
㍗
 

（
 
6
 ）
 
お
 ・
 ミ
 ・
 ロ
仁
コ
オ
 
（
 
り
 d
.
 

）
・
 

ト
寸
 o
c
a
 

～
 
ヒ
寸
 
～
～
 
ぃ
 ～
 
の
 ま
 ，
 之
の
毛
 ぺ
 O
r
k
.
 
ト
つ
 
6
9
.
 こ
れ
は
、
一
九
六
七
年
一
二
月
二
八
日
に
 ニ
ュ
 ｜
 ヨ
ー
ク
で
開
か
れ
た
 

（
 
ゴ
 0
 の
 o
n
@
 

の
 （
セ
ミ
 ロ
 デ
コ
 り
 日
ま
（
の
「
 
ぃ
 （
 
屈
 「
 
0
 の
第
一
 0
 
三
回
大
会
 
に
お
け
る
 

零
り
 
Ⅰ
 o
n
 
巴
セ
 ㌧
 卜
は
ま
 の
（
 
り
 （
 
申
 Ⅰ
の
 ヰ
コ
ロ
 
（
 
す
 0
 目
的
 
オ
 （
Ⅰ
に
 つ
い
て
の
シ
ン
ポ
 

ジ
ウ
ム
 
谷
 す
 
%
 Ⅱ
 
m
p
n
 
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
 F
.
M
.
 

ク
 ロ
ス
）
の
記
録
に
、
 
E
.
 
ケ
ー
 ゼ
 マ
ン
、
 G
.
 
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
 
、
 E
.
 
フ
ッ
ク
 
ス
 

等
の
論
文
の
英
訳
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
 
宅
ヰ
 
・
 つ
い
コ
ロ
 

の
 コ
ヴ
 
。
 へ
幅
 
。
 -
 
、
下
里
テ
帆
の
の
。
二
の
 

ア
 の
 コ
仁
コ
 
由
の
巾
の
り
 

プ
 -
 
c
h
t
e
,
,
 

木
 ま
も
 

5
.
 

お
 き
・
の
・
 2
 ）
の
１
 
%
 づ
 ・
 2
 の
の
 
｜
い
 の
の
 

（
 
8
 ）
も
く
・
㌧
 
P
 コ
コ
 
0
 コ
 ヴ
 ③
Ⅰ
 
幅
 Ⅱ
 
力
 ・
 
力
 0
 二
ロ
（
 

0
 ぺ
目
 
Ⅰ
 づ
 ・
 
再
 0
 コ
 年
 （
 
0
 「
 
由
へ
 
C
.
 
も
 ペ
 @
 
日
オ
の
コ
タ
 0
 八
 %
 
ぬ
 さ
す
Ⅰ
 
ド
 ま
さ
咀
も
㌃
 

Q
Q
 

め
り
才
学
 

苗
憲
 -
0
%
 自
ま
 
ヰ
幅
伶
コ
 （
 ト
 つ
つ
 
ト
 ）
 ，
ト
の
 由
り
 
"
 

第
二
版
以
降
、
論
争
に
対
す
る
 W
.
 
パ
ネ
ン
ペ
ル
 
ク
 の
応
答
が
 
、
 之
 p
n
 
コ
 ミ
 0
 ユ
 
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 
9
 ）
一
）
・
 
ヲ
土
 
0
-
@
@
 

月
 
（
 ）
 
い
コ
コ
 
・
～
 ，
き
め
 

0
 ～
 お
も
い
も
畢
生
 

@
 

ド
下
 x
g
x
-
 

下
目
 ミ
 Ⅰ
 
特
 Ⅰ
 め
ミ
 
0
%
 
ま
ぉ
 
ぬ
矢
 
お
い
悪
 Ⅰ
め
心
心
Ⅰ
 
ま
 芯
も
ま
さ
 
際
 
Ⅰ
Ⅹ
も
 ぃ
 悪
も
馬
 養
 ハ
っ
 

し
 
Ⅱ
め
い
 

心
窯
憶
 
お
い
心
柱
 
い
 Ⅰ
ぶ
へ
Ⅰ
 

0
%
 
Ⅱ
 田
り
 
～
～
Ⅱ
へ
目
 

へ
注
 Ⅱ
の
り
寸
心
 

叶
つ
 
Ⅱ
つ
 
%
 Ⅱ
 
め
 ・
ミ
む
 串
 。
 ア
 0
 コ
・
（
 
ト
 の
む
 
卜
 ）
・
 ト
の
 
㏄
 宅
 ・
 J
,
 
モ
ル
ト
マ
ン
、
㍉
希
望
の
神
学
 
ヒ
 、
高
尾
 利
数
訳
 、
新
 
救
出
版
社
、
一
九
 

六
八
年
も
 

（
 
皿
 ）
 
バ
 ・
本
宮
田
 0
 も
・
 
執
 ～
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か
ド
 
㎏
寸
む
心
さ
い
 

ヘ
ト
寅
 

Ⅱ
Ⅰ
 
ヰ
ま
 
「
・
日
む
 
ヴ
 ピ
コ
 
幅
 0
 
コ
 ・
（
 
ト
 
0
 つ
の
）
・
Ⅰ
の
の
 

卜
 "
.
 
之
り
 
0
 
オ
隼
 
Ⅰ
 
仁
 。
オ
ト
の
巾
の
 

（
 
M
 ）
特
に
、
 

F
.
 

ヱ
ソ
 ゲ
ル
ス
の
次
の
論
文
は
、
黙
示
文
字
 に
 対
す
る
関
心
を
示
す
。
も
っ
と
も
、
そ
の
関
心
は
、
黙
示
 文
 単
一
般
よ
り
も
、
主
と
 

し
て
Ⅰ
 ヨ
 ハ
不
の
黙
示
録
Ⅰ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
 q
.
 

目
下
破
 

の
 
-
 
の
 
二
ロ
の
の
ロ
口
。
 

す
 巨
の
Ⅱ
 
0
 由
 0
%
 
す
 い
Ⅰ
け
目
的
 

ヒ
 ・
 ト
 ㏄
㏄
 
び
 ，
 悶
 Q
 玉
 ～
 9
 ～
 
ざ
 
ャ
 
x
 へ
 
㍉
 ミ
め
 
も
ド
洋
才
 

@
m
 

憶
 
）
Ⅰ
 

憶
い
 
～
の
 
（
 
丈
 -
 
、
ぬ
ぺ
 

・
 
か
 
-
 
@
@
Q
 

（
（
 
@
 
ト
 
ロ
 
（
 
@
 
（
 
@
@
 

目
 （
（
 

レ
 
（
 ヲ
 （
 
u
@
 

（
・
）
 

x
x
@
m
 

ぺ
 
（
 ）
 
@
@
@
0
l
 

（
 
、
 
0
@
 
ト
 
@
@
 

り
 
@
m
 

ヨ
 （
 
c
c
 

の
 す
 住
ヨ
 い
ヌ
 Ⅰ
の
「
の
山
し
・
し
げ
 

鯨
 セ
窩
 寸
 ㏄
い
の
 
臣
ぎ
 ）
 ，
 い
 い
コ
ら
 
い
ト
，
の
 
・
の
 
｜
ト
切
 

@
 
隼
 0
 
日
，
甘
い
仁
 

ぺ
 の
り
の
 

0
 
ゴ
 @
c
 
す
円
 
0
 オ
の
の
 
目
 Ⅱ
。
 
ゴ
 （
 
ず
 拝
の
由
 

自
仁
ヨ
の
 

Ⅰ
 -
 ト
 
㏄
の
ら
 

-
 木
さ
ミ
ノ
 
ミ
 「
 
x
 へ
 
㍉
 ふ
 ぃ
曲
「
～
 

き
 
由
ざ
 
咬
め
 
～
 
め
可
い
 「
 
討
 n
.
 い
ひ
 
コ
曲
い
い
 
，
の
 ・
 
ト
ナ
ベ
 

ー
 ヰ
 
Ⅱ
㏄
 

（
 
騰
 ）
宗
教
改
革
者
に
お
い
て
、
 
蛛
じ
 
不
文
学
が
低
い
評
価
し
か
 与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
 M
.
 

ル
タ
ー
の
「
ヨ
ハ
ネ
 

の
 黙
示
録
へ
の
序
言
」
 

の
中
に
、
典
型
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
 呂
 ・
Ⅰ
 
仁
 （
 耳
 ミ
せ
 0
 
（
（
 

の
宙
の
目
（
 
ま
 n
O
 

宙
の
手
ミ
ロ
 

コ
 の
四
）
 0
 
プ
の
コ
 

田
の
 ，
，
し
 
S
 。
も
 ぎ
 も
 ぬ
悪
汀
い
す
め
 

出
 き
隠
 ・
 

毛
色
 ヨ
い
 
お
「
中
ロ
の
 

幅
ド
オ
タ
ヘ
 
し
 い
コ
 
&
.
 押
卜
つ
肝
 

・
ま
た
、
 

J
.
 

カ
 ル
ヴ
ァ
ン
は
、
新
約
聖
書
の
注
解
に
さ
い
し
て
、
「
ヨ
ハ
ネ
の
 
黙
示
録
」
だ
け
を
 

ド
鉾
 モ
 u
 さ
斗
 
e
n
 
s
o
 

お
の
 太
き
「
 
a
 ぉ
 ，
 宙
笘
ヨ
ず
 

目
や
）
り
の
つ
 

（
 
乾
 ）
 り
 ・
の
・
 

わ
 仁
の
お
 
コ
 ・
 ド
下
め
 
）
主
能
 
ミ
 Q
 斗
除
 さ
 憶
志
で
汚
 
Ⅰ
 崎
 e
o
 
Ⅱ
 Ⅰ
 い
 
き
㌻
 討
ト
 ㌧
 o
c
a
 

～
 
セ
ま
ざ
め
 
も
も
馬
の
 ｜
も
 ・
も
・
 

き
 や
 い
 0
3
%
0
 

尹
 ト
 
の
の
 
ト
 ・
Ⅰ
・
の
 

0
 
プ
Ⅱ
 
り
目
コ
 

つ
 
つ
，
 

ト
 こ
 %
 め
 
t
b
.
 

き
 め
 
お
 ～
～
～
 

寒
 @
 
Ⅱ
 ゑ
も
 
～
の
 
ぃ
下
 
氏
も
ち
っ
 
守
 Ⅰ
 ハ
ヒ
 
も
～
田
か
：
ツ
ミ
 

む
コ
 
c
 
ア
の
 
コ
 ・
 ト
 
つ
 つ
 
の
 

（
 
M
 ）
 ミ
 ・
 
し
 o
u
 

の
の
の
下
下
・
の
お
お
 

ヨ
リ
コ
コ
 

・
も
～
 
ぬ
 わ
ぬ
～
～
 

め
 ～
 
0
S
 

軋
め
 

り
 ト
ヰ
 
軋
も
Ⅹ
～
悪
ま
め
Ⅰ
き
り
 

寸
鮨
 
～
 
オ
 0
 
目
 め
お
 
～
 
簗
漱
う
苗
雨
 

ぉ
い
 隠
 ～
 
さ
 ～
 
ざ
 「
・
（
 
ト
り
 
Ⅰ
㏄
）
・
 

ト
 
つ
い
 
の
 。
（
Ⅱ
 
0
 
コ
 

耳
 ・
の
 
お
 お
 日
り
コ
コ
汀
 
ド
さ
 臼
 再
ヰ
）
 
-
 日
出
す
ぎ
㏄
の
 

コ
 ・
 ト
 
0
%
"
 
（
色
目
せ
 
0
 「
 
韻
 0
 窩
セ
 0
 
コ
 馬
 ・
Ⅰ
 
0
 
ゴ
の
の
 

ソ
 ㌧
・
 
ヰ
 0
-
 
ダ
 
も
ぎ
 芭
 め
も
 
下
 え
っ
 
さ
ぬ
む
 軋
 へ
っ
Ⅰ
由
も
田
㏄
 

0
%
 

心
さ
 

（
Ⅱ
 

ぃ
 
@
a
e
 

）
 ゃ
 
）
 
@
@
d
 

一
 
e
@
 ミ
 
）
 
艮
き
蒲
ぎ
 ）
）
～
 

め
 
）
～
～
～
 

@
C
 

～
 
罠
お
心
い
 
い
 
@
 
@
@
t
@
D
@
 

～
 
き
 Ⅰ
 
牡
 @
@
@
 

ぃ
 
討
も
心
さ
め
ミ
馬
 

目
 Ⅰ
 
さ
目
 0
 
ド
ド
 俺
ヰ
ヰ
 

も
お
 
円
め
 
c
 
寸
心
お
・
 

Q
 ㌧
 っ
か
 
Ⅰ
Ⅱ
 
吏
 ㌧
 ヰ
 
㌻
 も
 
下
心
Ⅰ
 零
 さ
も
 蛉
ト
 
っ
 



（
 
め
 ）
黙
示
文
学
を
め
ぐ
る
最
近
の
問
題
を
組
織
神
学
の
面
 
か
 ら
 検
討
し
た
論
文
と
し
て
は
、
高
森
昭
、
「
黙
示
文
学
の
理
解
 を
め
ぐ
る
現
代
神
学
の
 

問
題
白
１
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
お
よ
び
モ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
」
、
 日
 本
 聖
書
労
研
究
所
編
、
 コ
 聖
書
の
思
想
・
歴
史
・
 1
1
=
 

異
は
 
（
関
根
 正
雄
教
授
還
暦
 記
 

念
 論
文
集
 ｜
 聖
書
手
論
集
 九
 Ⅹ
山
本
書
店
、
一
九
七
二
年
、
五
 
六
五
 ｜
 五
七
九
頁
。
 

（
㏄
）
拙
稿
、
「
編
集
 更
 に
お
け
る
多
様
性
と
統
一
性
」
、
日
本
 基
督
教
学
会
、
コ
日
本
の
神
学
し
一
 
0
 、
一
九
 セ
 一
年
、
一
八
 -
 ハ
｜
 一
九
六
頁
。
 

（
 
れ
 」
Ⅱ
・
 パ
 曲
お
 
ヨ
ハ
コ
コ
 

。
二
口
げ
ナ
 コ
 （
 
め
コ
堺
 
，
 N
 、
 
づ
か
再
ま
 。
 の
 ）
㏄
 
っ
 ・
Ⅱ
 
ぺ
 ㎏
Ⅰ
。
終
ト
 っ
っ
 

（
 
桟
 ）
 G
.
 
ヱ
 ー
 べ
り
ソ
ク
 は
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
若
干
 0
 間
 題
 性
を
指
摘
し
て
い
る
 0
 の
・
Ⅱ
す
日
 

ゴ
鰻
っ
 ㌧
・
 
c
 
～
～
：
の
・
㏄
 

い
 ㏄
Ⅰ
 

（
㌶
）
～
 
亜
 
～
 
Q
.
.
 

の
・
 

u
 ひ
つ
由
 

（
 
射
 ）
Ⅱ
・
本
曲
 
お
ヨ
ぃ
コ
コ
 

。
 ，
い
 
年
ヨ
 づ
汗
日
 p,
.
Z
 つ
い
再
 8
.
 の
 い
 り
㏄
 
レ
コ
ヨ
 
・
 
や
田
吋
申
 Ⅰ
。
 田
ト
つ
 
の
（
レ
コ
 
ョ
 ・
）
 

（
 
お
 ）
 ミ
 ・
 
困
降
 ・
 ，
ら
つ
 
o
c
a
 

缶
笘
ざ
 ぎ
ヨ
 ，
 。
 つ
 い
 ぬ
 Ⅰ
 ま
守
 
「
㌧
「
 

ぬ
こ
 
「
 ，
め
円
 

り
も
 

ぃ
 
～
～
 
っ
べ
 
Ⅰ
 
r
y
o
 
Ⅰ
 ト
オ
ぬ
由
 

～
 
甲
 
～
 
ぬ
，
せ
 
0
-
.
 

ゲ
ロ
ト
り
 
Ⅱ
 
｜
 Ⅰ
の
）
 佐
竹
 明
 氏
の
理
解
も
 、
 

表
現
は
や
や
異
な
る
が
、
ほ
ほ
同
じ
趣
旨
の
も
の
と
思
わ
れ
る
 。
佐
竹
 明
 、
「
新
約
聖
書
と
 朋
示
 文
学
」
、
日
本
基
督
教
団
出
版
 局
 、
司
聖
書
と
教
 

会
 L
 、
一
九
七
一
年
四
月
号
、
ニ
ー
七
頁
。
 

（
㏄
）
 丁
 ・
 
ロ
 ・
ロ
の
 

守
 。
，
 

N
E
 

ヨ
巾
 （
 
0
 目
 め
ヨ
 帝
の
「
 
臼
旧
 0
 
コ
 の
博
の
臼
 
ざ
す
 
巨
 T
 ゴ
 0
 
コ
 ぺ
 の
 
あ
礒
コ
 
年
コ
 
ざ
 お
の
年
の
「
 
レ
づ
 
の
 屈
 p
-
 
せ
 つ
億
ヰ
Ⅰ
 

，
 い
つ
 き
 再
葵
 。
 P
g
 

の
の
、
や
の
 

目
 

１
 %
0
 
の
 

（
㌘
）
 H
.
 リ
ン
グ
レ
ン
に
よ
れ
 ば
 、
「
黙
示
文
学
、
即
ち
 、
 世
の
成
り
行
き
き
好
ん
で
寓
意
的
な
形
で
解
釈
し
、
世
の
終
り
 を
 見
せ
よ
う
と
す
る
 已
 

弁
は
 、
終
末
論
が
発
達
し
た
す
べ
て
の
宗
教
の
う
ち
に
、
多
か
 れ
 少
な
か
れ
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
教
 的
 黙
示
文
学
は
 、
 

イ
ラ
ン
の
黙
示
文
学
の
影
響
下
に
成
立
し
、
イ
ラ
ン
の
黙
示
 文
 学
は
 、
時
代
を
区
分
す
る
イ
ン
ド
の
思
想
と
関
連
し
て
い
る
。
 ま
た
、
北
欧
や
 ギ
 

リ
シ
ャ
に
も
、
黙
示
文
字
的
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
 由
 ・
 
オ
ぎ
 幅
内
 
「
の
 
コ
 ・
二
ら
 づ
 0
 
オ
巴
せ
で
 

円
 
@
 
オ
 ・
Ⅰ
 卜
づ
 
0
 
村
田
 
目
で
仔
 

@
 
の
 
。
 
す
の
 Ⅰ
 岸
 e
 
へ
い
 
（
 
仁
 （
 
，
 Ⅱ
 0
 
目
 幅
 -
o
 
二
の
幅
の
の
 

0
%
-
 

の
ダ
 
（
二
の
す
Ⅰ
 

わ
 G
G
 ゲ
卍
肚
 む
の
 
円
 

（
 
為
 ）
 卜
 木
ぃ
 
コ
い
 
の
、
，
 
円
 迂
の
下
で
 

0
n
 

㏄
 寺
稼
 0
 
１
 ン
 二
戸
で
 

o
n
 

住
遇
 （
 
ざ
 巾
 0
0
 
坤
せ
 Ⅰ
・
Ⅰ
 
憶
ト
 の
の
，
 
1
 
の
 ウ
ベ
 
・
 つ
 ・
の
 
つ
１
の
 
ヨ
ロ
・
メ
モ
 
ヒ
 
0
 お
の
 ，
，
ワ
ミ
 

。
ほ
の
 
す
 0
%
 
由
 圧
す
 
0
 

下
っ
 

o
n
 

臼
 せ
で
の
 

e
a
 の
 レ
づ
 
0
n
 
巴
セ
耳
ガ
 
Ⅰ
・
Ⅰ
㏄
 
卜
 ㏄
 づ
 ・
 ト
 
の
 の
 
3
%
 

㏄
 
ぃ
 Ⅰ
 
１
 の
 め
づ
 
・
 レ
 ・
 
づ
 ・
 
ニ
ヨ
 0
%
 ぎ
目
 。
，
 亡
汀
ぺ
 臼
の
芽
 n
o
-
0
 

旧
 お
け
 0
%
@
 
㏄
の
 
コ
い
 
「
（
笘
の
「
 

0
 宙
の
目
 

ヴ
 ㏄
「
 
珪
臣
 
内
山
の
の
 
目
 
0
 年
 ハ
コ
コ
 

の
の
 
ミ
，
つ
 
い
い
の
の
。
 
ト
 
の
 の
 の
。
の
 ト
 
の
 ト
ー
ト
Ⅱ
 

つ
 

（
船
り
）
 
ハ
リ
 
・
 
め
ヴ
 
の
目
コ
 

幅
 ・
 Q
 
や
・
 
c
 
～
～
：
の
・
 

け
 ㏄
Ⅰ
 
坤
 
こ
の
問
題
は
 、
 グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
共
通
す
る
面
を
持
っ
て
 
い
る
と
思
わ
れ
る
 0
 荒
 

丼
献
 、
㍉
原
始
キ
リ
ス
ト
教
と
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
ヒ
、
岩
波
書
店
 
一
九
 セ
 一
年
、
三
四
六
頁
。
 

（
㏄
）
 

U
.
 

パ
 曲
の
 
り
 権
ハ
 
コ
タ
，
い
 
年
月
 ヨ
す
 
の
 お
 p
 。
・
 
ハ
づ
 下
木
の
め
 
，
 
㏄
 い
 の
㏄
ン
コ
 
呂
 ・
が
 馬
六
 ㏄
 目
 ・
 9
 ト
 
婁
 片
戸
ロ
 

m
.
 

ゃ
 

(564)  118 



黙示文学の思想と 福音書の成立 

（ⅠⅠ 4 （Ⅱリ アサ （ クし 0 ノ （ 8 ⅠⅠ 

      37   3 3 ハ ハ G 3 （ 5 3 （ 4 （ 3 3 vU へ 2 ・ Ⅰ l   
キ しむ そぐづ の                     

の子 @ 日 -. 戸戸田 

下 - 
木 

オ ぉ 叶 目 が）㌍・ 馬 末め 弄り オづ 

  
ダ蓋 
しぬ   ケ （ 

  
        人望 と 

七書の     
  
  

同 に   
聖 諭 握 ト o - - 」                   
書 じ さ 
の ら れ 
芯、 れ て 
想 て い 

・ い る   
・ 荒 に 
青 井 思 休ミ㌍ が ド 0 がに 呂目 のコ   

119 ( ㏄ 5) 



（
 W
 ）
拙
稿
、
「
マ
ル
コ
の
終
末
観
 ｜
 第
一
三
章
の
編
集
史
的
 考
 察
 」
、
日
本
宗
教
学
会
、
「
宗
教
研
究
 

口
 
一
八
八
、
一
九
六
六
 
年
 、
二
一
 ｜
 五
八
頁
。
 

（
㎎
）
田
川
建
三
、
コ
原
始
キ
リ
ス
ト
教
 

史
 の
 一
 断
面
 ｜
 福
音
 圭
 日

文
学
の
成
 -
1
 
」
、
 助
 草
書
房
、
一
九
六
八
年
、
三
 0
 四
｜
三
 0
 五
頁
。
 

（
㏄
）
Ⅱ
・
 パ
 曲
の
の
 

ヨ
ハ
コ
コ
 
・
 ，
 し
ず
下
臣
 W
2
%
,
 
、
 Z
 づ
臣
 円
安
。
の
 

ト
 Ⅱ
 ひ
グ
由
 寸
口
口
・
の
・
の
り
（
 

（
㏄
）
㌧
七
三
 
ダ
っ
 も
・
 
n
 ㌻
・
。
の
・
 

P
 り
 ・
の
・
 

力
 年
の
の
 
-
-
 

。
 せ
 ・
（
～
～
・
 

，
 
口
 ・
 い
 ト
ド
 
曲
 

（
 訂
 ）
 
弓
く
 
・
 し
 0
 二
の
お
 
由
 
1
 目
・
の
お
お
 
ヨ
ぃ
コ
タ
 も
㌧
・
 
n
 こ
 ・
・
 
り
い
 ㏄
 つ
由
 

（
 乾
 ）
「
シ
ビ
 
ュ
ラ
 の
託
宣
」
四
に
は
、
「
 
一
 0
 世
代
」
の
区
分
が
 

語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
外
、
七
区
分
、
一
二
区
分
等
の
例
も
あ
 る
 。
 ロ
 ・
の
・
 
オ
 Ⅰ
の
の
の
 

コ
 。
 

っ
も
 
・
（
 
ぎ
 ：
つ
い
㎏
Ⅱ
 チ
 
「
第
一
二
 ノ
ク
書
 」
の
記
述
は
、
元
来
は
 一
 
，
七
週
」
で
あ
っ
た
の
が
後
に
拡
げ
ら
れ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
 

Ⅰ
・
 
力
 0
 降
 ，
 卜
 ～
 
ぉ
 

Ⅱ
 
ぃ
へ
叶
 

ま
さ
 
咬
 
Ⅰ
 
3
%
 Ⅰ
心
心
 吋
ヰ
ヰ
 

。
 句
ト
 
Ⅰ
ま
夷
 
さ
ト
ミ
 

Ⅰ
 
う
 寸
心
さ
 ト
ト
 。
 ト
 Ⅰ
 ヒ
 寸
寸
心
さ
 悪

ド
 も
セ
 句
心
ミ
態
 

母
 
㌧
ヘ
際
Ⅰ
Ⅰ
㌧
オ
心
さ
り
 

芭
 へ
お
 
め
 い
こ
よ
も
 

溥
 ～
 
ぃ
 討
も
馬
Ⅰ
 吋
 Ⅰ
 も
市
 
。
 笘
 
Q
 ま
ま
「
白
さ
 

｜
 

由
 Ⅰ
 さ
勢
い
討
ド
田
 

㌔
 鮭
さ
，
 由
の
ぎ
 
0
 き
 ㊥
目
の
。
 
1
 の
Ⅱ
）
・
 

L
.
 

ロ
ス
ト
、
 

門
旧
 約
 外
典
儀
典
概
説
 ｜
付
 ク
ム
ラ
ン
写
本
概
説
 円
 
荒
井
 献
 ，
 土
 岐
 健
治
共
訳
、
教
 

文
 館
、
一
九
七
二
年
、
一
五
二
頁
。
時
の
区
分
と
い
う
発
想
 法
 自

体
は
、
宗
教
史
的
に
は
か
な
り
広
い
範
囲
に
見
ら
れ
る
も
の
 で
あ
る
。
 

（
 
穏
 ）
「
モ
ー
セ
の
昇
天
」
の
該
当
箇
所
に
は
、
次
の
よ
う
に
 記
 
-
 さ

れ
て
い
る
。
「
・
・
・
私
の
死
（
昇
天
 
｜
 R
.
H
.
 

チ
ャ
ー
ル
ズ
 

）
か
ら
彼
の
到
来
ま
で
 

二
五
 0
 の
時
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
彼
等
が
 完

成
さ
れ
る
ま
で
に
た
ど
る
時
の
経
過
で
あ
る
 o
 」
 R
.
H
.
 
チ
ャ
ー
ル
ズ
に
 
よ
 

れ
ば
、
こ
の
「
二
五
 0
 の
時
」
は
、
二
五
 
0
 通
年
（
 y
8
 

丁
毛
の
 

音
 ③
 、
 即
ち
、
一
七
五
 0
 年
を
意
味
す
る
。
モ
ー
セ
の
死
ま
で
 に
 二
五
 

0
0
 

年
が
 

経
過
し
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
結
局
、
創
造
か
ら
最
後
 0
 審
判
ま
で
は
四
二
五
 0
 年
 
（
八
五
 ョ
 ベ
ル
）
で
あ
る
。
 力
 ・
 
ヱ
 の
す
り
Ⅱ
汀
の
（
㏄
 

ロ
 ・
 し
 。
 

づ
苗
ぬ
卜
鳩
っ
ゎ
ド
セ
 

も
オ
口
Ⅰ
 
お
輿
 ㍉
 膝
 心
霊
軋
も
～
 

蝸
 Ⅱ
Ⅰ
寸
オ
 

黛
 。
 
卜
 ～
寸
心
 
0
 ～
も
 Ⅱ
 ，
 
心
の
 
ヰ
 
Ⅰ
 ミ
も
ミ
 
ダ
イ
。
Ⅰ
 目
弔
 の
の
Ⅰ
Ⅰ
の
 

で
 @
 
的
 Ⅱ
の
 
で
ゴ
 
の
。
 ロ
 ・
 
ヰ
 い
い
Ⅱ
 

（
 
乾
 ）
 
い
 ㍉
曲
の
 
0
 日
 ぃ
コ
コ
 
・
 ，
 ぎ
ョ
・
 H
 汗
ョ
 p
,
.
Z
q
 こ
 木
の
 の
 ・
 の
 曲
 Ⅱ
㏄
～
・
 
ト
 ぺ
い
 目
 ・
 P
 
ト
い
 
山
ヘ
 

 
 

（
 
趙
 ）
 
寅
 0
 日
。
 ，
し
ぽ
ト
コ
 （
 
W
 コ
 の
の
，
 
，
い
ド
オ
 ハ
目
・
 
円
ト
 ㏄
の
 
，
い
 ヌ
 ㏄
 目
 。
 挨
ト
已
 ・
・
待
望
し
て
い
た
事
柄
が
実
現
し
、
現
在
す
 

で
に
豊
か
で
完
全
な
も
は
 

の
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
考
え
だ
け
を
熱
狂
主
義
と
み
な
す
 必
 妻
 は
な
い
。
熱
狂
主
義
に
も
、
あ
る
程
度
の
幅
を
想
定
し
た
方
 が

 よ
い
で
あ
ろ
の
 

 
 

Ⅰ
・
 

@
 ノ
つ
 

 
 

（
 
何
 ）
荒
井
 献
 、
前
掲
論
文
、
四
 0
 
一
頁
、
 注
 三
九
。
 

（
 
蝸
 ）
 E
.
 
フ
ッ
ク
 
ス
 の
論
文
も
、
こ
の
点
に
ふ
め
て
い
る
。
 

目
 

内
臣
。
ア
ダ
 
0
 ㌧
・
 
c
 ～
～
・
 

、
の
 ・
 
い
ト
づ
 
-
 い
白
つ
 

（
㏄
）
 R
.
 
プ
ル
ト
マ
ン
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
・
 ミ
の
呂
 宙
 （
（
の
（
 

緒
 「
 ぃ
ア
 
r
@
 

の
（
 

-
@
e
 

ア
の
コ
円
ア
 
き
 す
噌
 n
.
 

と
い
う
表
現
を
用
い
 呂
 Ⅰ
 
、
 
」
い
 う
 形
容
 

詞
を
附
加
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
意
図
的
に
な
さ
 れ

た
こ
と
で
は
な
く
、
 

一
 
・
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
と
い
う
も
の
を
 

限
定
し
よ
う
と
す
 

る
 R
.
 
プ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
 



黙示文学の思想と 福音言の成立 

ト
つ
 

の
 
ト
 
・
甘
の
・
い
 

の
つ
 

（
㎝
）
日
本
聖
書
労
研
究
所
編
、
 

ヨ
 
死
海
文
書
 

｜
 テ
キ
ス
ト
の
 

翻
 
訳
と
 
解
説
 
L
 
、
山
本
書
店
、
一
九
六
三
年
、
一
二
三
 

｜
 一
五
 
0
 頁
 。
 

（
㏄
）
 

セ
 
・
 
せ
 
9
 
マ
・
も
㌧
・
 

n
 
㌔
・
・
の
・
 

阿
ケ
の
 

0
 
す
 
（
 
缶
づ
の
ア
 

Ⅰ
㌧
・
 

n
 
も
～
：
 

の
 
・
 
め
つ
由
 

（
㏄
）
 

目
 ・
 
し
 
@
 
サ
 
m
-
 

レ
 
ヒ
 
3
 も
 
や
ト
宝
ま
憶
 

お
い
や
～
 

ゎ
ぎ
馬
 

き
め
Ⅱ
 

e
a
 

さ
憶
 

馬
 
～
Ⅱ
 

悪
 
ま
め
・
 

づ
お
サ
 

@
 
口
内
。
 

下
 
・
（
 
ト
つ
ト
 

の
）
 

，
ト
 
の
の
 

つ
 
。
 
，
の
 
・
 
い
 
㏄
 
い
 

 
 

 
 

建
三
、
ロ
マ
ル
コ
福
音
 

書
 口
上
巻
、
新
教
出
版
社
（
現
代
新
約
注
解
全
書
Ⅹ
一
九
七
 

-
 
一
年
、
二
七
五
 

｜
 二
九
八
頁
。
 

（
㏄
）
 

ロ
 
・
 
せ
宮
 
N
.
 
 

も
 
p
.
c
 

～
～
・
・
の
・
の
 

 
 

 
 

 
 

121 ( ㏄ 6,17) 

ト
 
の
り
の
 

"
.
 
の
・
 
ト
ト
つ
 

（
㏄
）
 口
 ・
の
 
0
 
オ
巳
 
（
の
「
 

，
 ら
め
 
り
ぅ
オ
 

～
 
0
 
オ
～
 
ぬ
も
 %
 
め
 セ
ゑ
 
&
 ～
 
め
 
0
%
0
3
 
六
 0
 ～
 
か
 め
め
 ～
ま
い
 め
 
～
～
Ⅰ
～
～
 

ぬ
 
「
Ⅱ
 め
の
 
ま
 0
 討
ぺ
 
～
 
め
潮
，
 
Ⅰ
 e
 
ち
い
黄
 
・
（
 
ト
つ
 
つ
 ト
｜
 
日
 
の
つ
め
 

-
 
）
。
イ
 

4
p
n
 

ゴ
年
 
Ⅱ
 
由
 。
 
オ
 

も
の
で
は
な
い
。
 

（
 
的
 ）
 ミ
 ・
ミ
キ
 
誘
臼
 ，
も
 案
 Ⅱ
き
さ
 
%
 安
江
 卜
ぎ
 尊
ま
れ
 組
 ま
も
 
ヘ
 
e
 
さ
 い
悪
ド
 
わ
馬
 
軋
 Ⅰ
 旺
悪
 
。
ま
の
 

幅
 。
 
ゎ
 
0
 
目
汁
 
オ
叶
 
心
曲
 帝
り
 
内
ミ
さ
さ
 

憶
 心
安
ま
ま
 
タ
 の
 ぴ
 田
文
コ
 

%
0
 

口
。
（
 

ト
つ
 
白
の
）
 

，
 

（
 
駿
 ）
 ガ
 ・
田
田
（
 

ヨ
ぃ
コ
コ
，
 

Ⅰ
心
の
悪
め
 

，
づ
由
サ
田
コ
哺
 

0
 
コ
 ・
（
 
ト
 
つ
い
の
）
・
 

ト
つ
 
の
 ～
 "
 （
 
臼
 0
 
す
の
 
コ
 の
 
宙
ト
ヰ
づ
由
 

お
話
ロ
ゴ
 
臣
う
ヰ
 

）
，
 

R
.
 

プ
ル
ト
マ
ン
、
㍉
 

イ
 ヱ
ス
曳
 川
端
 絹
 四
郎
 

・
八
木
誠
一
共
訳
、
未
来
社
、
一
九
六
三
年
。
 

（
㏄
）
 目
 ・
 
ロ
コ
仁
コ
 
。
Ⅰ
 鳶
悪
 ㌔
も
ミ
コ
 へヰ
さ
註
 

Ⅰ
 悪
毎
臣
 い
和
Ⅰ
 

マ
隠
オ
 
ま
さ
も
め
 
憶
 
～
 
n
e
 Ⅱ
 叉
 ～
・
の
（
 

仁
 （
 
帝
ぎ
ダ
 ）
の
の
め
・
や
 

め
 ）
，
 

H
.
 

プ
ラ
ウ
 

ン
、
 Ⅰ
 イ
ニ
 ス
ー
ナ
 サ
 

レ
 の
人
と
そ
の
時
代
 ヒ
 、
川
島
貞
雄
訳
、
新
教
出
版
社
、
一
九
七
 O
 年
 。
 

（
㏄
）
田
川
建
三
、
前
掲
 書
 。
 拙
柿
 、
「
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
の
 
イ
ヱ
ス
 理
解
」
、
北
海
道
大
学
、
コ
文
学
部
紀
要
し
二
 
0
 ノ
二
 

一
九
七
二
年
、
二
三
 

一
｜
 二
五
九
頁
。
 

「
 
甜
 ）
拙
稿
、
「
マ
ル
コ
の
終
末
観
」
、
一
一
八
、
四
八
頁
。
 

（
 
儂
 ）
口
ロ
 毛
毛
 l
p
 

（
等
の
写
本
は
、
一
・
一
に
「
神
の
子
」
と
 

い
う
言
葉
を
加
え
て
お
り
、
日
本
聖
書
協
会
 訳
は
 、
こ
れ
を
 採
 用
 し
て
い
る
が
、
こ
の
 

よ
う
な
読
み
は
、
後
の
修
正
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い
 。
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
 巴
は
 、
イ
エ
ス
を
神
の
子
と
す
る
 教
義
を
展
開
し
た
 



日
本
宗
教
学
会
第
三
一
回
学
術
大
会
（
 於
 ・
 駒
沢
 大
 @
 
字
 り
に
お
け
る
研
究
を
基
に
し
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
 
ぇ
 、
展
開
を
試
み
た
 

も
の
で
あ
る
。
 

ト
つ
卜
 

 
 

-
 
㏄
）
 
F
.
 
ヨ
セ
フ
ス
に
よ
れ
 
ば
、
 
「
 チ
 ウ
ダ
」
（
「
使
徒
行
伝
 
・
一
五
・
三
 -
 
ハ
 ）
 、
 
「
エ
ジ
プ
ト
 人
 」
（
「
 
便
 徒
行
信
」
 
二
 一
・
三
 八
）
は
、
「
 
頂
 言
者
」
は
 

（
 
目
 p
o
 
専
援
 ）
を
自
称
し
て
、
民
衆
を
煽
動
し
た
。
 

q
.
 
）
 0
s
 
名
ぎ
 ダ
ミ
 さ
気
心
悪
よ
 

a
t
e
 

め
 Ⅰ
悪
も
 

a
i
c
a
 

タ
メ
メ
 ・
Ⅱ
・
㌃
が
Ⅹ
・
セ
出
目
・
 

P
 

ま
 。
。
～
～
 
舌
 。
 "
 
も
討
 
～
 
め
 

 
 
 
 
 
 

0
 ㌧
 芯
 Ⅰ
Ⅰ
（
 
し
 ・
 之
 @
e
 
㏄
 
0
 ）
，
し
り
（
目
コ
 

，
 （
 ト
 ㏄
㏄
 
ぺ
｜
ド
 
の
つ
り
）
 

，
 之
が
。
ゴ
年
 

べ
し
 
。
 片
 Ⅰ
の
印
の
 

，
 （
 
セ
の
 ・
い
の
 

2
,
 ㏄
 つ
 A
.
 ロ
 ・
の
り
 
オ
申
 
r
e
r
,
o
 

ト
 ・
 め
 ～
～
・
 

，
の
 ・
 い
ひ
 
ぃ
レ
コ
ヨ
 ・
 
り
の
 

（
㏄
）
Ⅱ
・
の
 
0
 ゴ
串
ぃ
 
Ⅰ
も
 寸
 ・
 
執
 ～
：
の
・
 
い
ウ
ト
 
チ
ロ
・
の
・
 
勾
し
 
の
の
の
 

コ
 ・
。
 b
.
 

（
～
～
：
で
き
 

由
 ・
こ
の
こ
と
は
、
 

w
 二
 不
文
学
の
秘
義
的
 性
 格
と
 必
ず
し
も
矛
盾
 せ
 

ず
 、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
か
え
っ
て
結
び
つ
く
と
さ
え
考
え
 ろ
 れ
る
。
 

（
 
れ
 ）
 
オ
目
 ・
の
 
オ
ド
 
「
す
 
め
 ・
 お
叉
忘
 ～
 
o
u
 

の
む
の
 

ド
ぬ
 
～
 
0
 ㌧
 き
 め
ま
す
 ゑ
き
ぃ
 
馬
ぉ
ト
討
雨
 
0
 吋
も
Ⅰ
ミ
主
 
叶
 
浮
心
土
 ぞ
き
 づ
へ
 
匂
ヰ
 
Ⅰ
 き
馬
ミ
 
～
 
め
 -
 い
 0
 コ
 Ⅰ
 0
 コ
・
 ト
 の
に
 -
R
.
H
.
 

チ
ァ
 

ル
ズ
、
㍉
黙
示
文
学
の
研
究
１
円
・
新
約
 

哩
 書
中
間
に
於
け
る
 宗
 教
 的
展
開
円
石
島
 潔
訳
 、
長
崎
書
店
、
一
九
三
八
年
。
 

 
 

（
㌍
）
 し
ト
 
の
・
 
オ
 由
の
の
 

臼
 @
o
p
.
 （
～
～
・
。
Ⅰ
・
い
り
 

（
 
穏
 ）
 
拙
琳
 、
「
マ
ル
コ
福
音
書
に
お
け
る
地
理
的
表
象
 
｜
ガ
リ
 
ラ
ヤ
問
題
を
中
心
と
し
て
」
、
日
本
オ
リ
エ
ン
ト
学
会
、
下
 
オ
 り
 エ
ン
ト
ヒ
 九
ノ
ニ
 。
 

三
 、
一
九
六
六
年
、
一
 
0
 
ニ
ー
 一
一
九
頁
。
 

（
 れ
 ）
田
川
建
三
、
 コ
 原
始
キ
リ
ス
ト
教
典
の
 一
 断
面
目
第
一
 
部
 。
 

（
 
何
 ）
拙
稿
、
「
福
音
書
記
者
マ
ル
コ
の
イ
エ
ス
理
解
」
、
一
一
三
 

-
 
ハ
 頁
 。
 

（
㏄
）
 オ
 ・
ロ
日
（
 

ヨ
ド
コ
コ
、
 
Q
 や
 い
 ～
～
・
 

，
の
 ・
の
 

P
,
 

前
掲
訳
書
、
四
一
一
 

頁
 。
の
・
 い
 0
 「
 
コ
 ガ
ロ
 
ヨ
ヨ
 ・
Ⅱ
 蛉
め
ミ
 
の
 v
o
 
さ
目
 稔
 Q
 鳶
き
 。
の
 ヰ
耳
お
い
 
（
 円
，
 （
Ⅰ
の
 

包
ウ
 
）
。
 ト
 0
 包
 つ
 。
。
 

ダ
き
ダ
 
G
.
 
ボ
ル
 ソ
 カ
ム
 、
 ㍉
ナ
ザ
レ
の
 々

 ニ
ス
ミ
 
善
 野
頭
 
之
助
 訳
 、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
一
年
、
八
四
頁
。
 



諸
戸
 素
組
 著
 

祖
先
崇
拝
の
宗
教
学
的
研
究
 

六
一
 0
 頁
 、
山
喜
 房
 仏
書
林
発
行
上
 ハ
 00
0
 
円
 

塚
本
善
 隆
 

本
書
は
昭
和
四
十
五
年
急
逝
せ
ら
れ
た
大
阪
市
立
大
学
教
授
 諸
 戸
素
純
 

博
士
の
学
位
論
文
「
祖
先
崇
拝
の
宗
教
学
的
研
究
」
を
巻
頭
に
 し
て
第
一
 

編
 と
し
、
博
士
が
「
宗
教
研
究
二
等
の
学
術
雑
誌
に
発
表
せ
ら
  
 

の
 諸
論
文
を
集
録
し
て
第
二
編
研
究
論
文
集
、
第
二
編
小
論
集
 と
し
、
 更
 

に
 晩
年
浄
土
宗
宗
学
研
究
所
研
究
員
と
し
て
浄
土
宗
宗
学
の
研
 究
を
志
す
 

学
徒
指
導
の
中
心
と
な
っ
て
「
浄
土
宗
学
の
現
代
的
課
題
と
そ
 の
 展
開
，
 一
 

と
い
う
大
問
題
に
取
り
組
ま
れ
た
時
に
発
表
せ
ら
れ
た
詰
論
 稿
 を
 第
四
編
 

と
し
て
、
 
六
 0
0
 頁
 余
の
学
問
的
香
り
の
高
い
、
か
つ
仏
教
者
 と
し
て
の
 

求
道
研
修
の
熱
情
に
あ
ふ
れ
た
大
冊
で
あ
る
。
 

諸
声
教
授
が
宗
教
学
界
に
の
こ
し
た
 学
勲
は
 、
本
書
巻
頭
の
学
 位
論
文
 

に
 代
表
さ
れ
る
。
読
解
す
ら
専
門
守
者
に
も
か
っ
か
し
い
㍉
 礼
 記
 」
を
 中
 

心
と
し
た
中
国
古
典
と
と
り
く
み
、
そ
の
祖
先
崇
拝
に
関
す
る
 古
代
中
国
 

の
 儀
礼
に
宗
教
学
か
ら
の
分
析
検
討
を
加
え
て
東
洋
社
会
に
お
 け
る
宗
教
 

評
 

現
象
の
基
底
に
流
れ
て
い
る
祖
先
崇
拝
に
体
系
的
理
論
づ
 け
を
試
み
た
も
 

の
で
、
第
一
章
序
説
、
第
二
章
喪
葬
儀
礼
、
第
三
章
宗
廟
の
祭
 祀
 の
一
一
三
車
 

書
 

上
り
成
る
。
 

書
評
 

古
代
に
発
達
し
近
代
ま
で
大
き
な
影
響
を
の
こ
し
て
い
る
中
国
 の
弗
午
 
鍬
下
 

の
 礼
は
、
宗
教
史
の
上
で
い
う
祖
先
崇
拝
の
代
表
的
な
も
の
で
 あ
る
。
 
中
 

国
宗
教
如
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
東
洋
に
お
け
る
中
国
文
化
圏
   

核
心
と
し
て
発
達
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
史
的
意
義
を
 

べ
き
地
域
の
諸
民
族
の
宗
教
も
、
祖
先
の
祭
祀
を
根
幹
と
し
 祖
 先
 崇
拝
を
 

に
な
う
 祖
 

先
 崇
拝
が
 、
 内
に
ふ
く
ん
で
い
る
宗
教
性
を
解
明
し
て
以
て
東
 洋
 の
心
下
散
 

の
 特
性
を
明
ら
か
に
し
、
引
い
て
祖
先
崇
拝
な
る
宗
教
現
象
の
 重
要
な
形
 

態
を
通
し
て
一
般
宗
教
学
が
問
題
と
す
る
宗
教
性
を
解
明
す
る
 鍵
を
提
供
 

し
ょ
う
と
本
論
文
は
執
筆
せ
ら
れ
た
。
著
者
は
「
儀
礼
経
伝
道
 解
 」
に
ふ
 

く
ま
れ
て
い
る
朱
子
の
 コ
 家
礼
二
五
巻
が
近
代
ま
で
行
わ
れ
て
 ハ
 リ
窪
 

ブ
 
小
札
 

0
 基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
、
研
究
資
料
を
「
儀
礼
 」
「
 礼
 記
 
・
 ・
 
一
 

な
ど
の
儒
教
古
典
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
撞
木
 し
 吟
味
し
整
理
し
 、
 こ
こ
に
 現
 

れ
た
祖
先
崇
拝
の
宗
教
学
あ
る
い
は
宗
教
史
的
意
義
を
究
明
し
 た
 。
 祖
あ
 

る
い
は
祖
先
、
先
祖
の
意
義
を
さ
ぐ
り
、
 

鬼
 
（
死
者
）
と
何
と
 
の
 同
異
を
 

吟
味
し
 、
 広
い
視
野
か
ら
祖
先
崇
拝
の
意
義
を
論
じ
、
特
に
そ
 の
 宗
教
史
 

上
の
意
義
に
注
意
し
て
第
一
章
序
説
と
す
る
。
 

 
 

つ
 
Ⅱ
 
巴
 -
 

石
 0
 コ
と
し
て
の
宗
教
の
概
念
が
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
 
が
 、
社
会
 

活
動
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
行
為
の
規
準
を
示
し
て
い
る
礼
の
 
一
部
と
し
 

て
 、
本
来
著
し
く
社
会
的
行
為
で
あ
 昂
 宝
持
 が
 存
在
す
る
。
 
古
 来
 の
 礼
払
師
 

の
内
 、
特
に
喪
葬
儀
礼
と
宗
廟
の
祭
祀
 山
 制
度
の
中
に
、
近
代
 的
 宗
教
理
 
)
 

論
の
展
開
を
見
出
し
得
る
と
し
て
、
二
章
を
分
っ
て
本
論
を
 
進
め
て
 行
 

㎝
 

 
 

 
  

 

 
 

礼
を
分
析
探
求
す
れ
ば
、
「
中
国
の
宗
教
は
近
親
の
喪
葬
 と
祖
 先
 の
鍬
下
 



と
が
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
。
換
言
す
れ
ば
。
中
国
の
宗
教
と
 

は
 喪
葬
の
 

儀
礼
と
こ
れ
に
続
く
祖
先
崇
拝
で
あ
る
と
概
括
す
る
こ
と
が
で
 

去
 -
 
る
 。
一
刀
 

来
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
中
に
発
達
し
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
の
極
 

め
て
濃
厚
 

な
 宗
教
学
の
理
論
を
も
っ
て
 

、
 全
く
 実
 っ
た
系
統
の
中
国
文
化
 

現
象
を
解
 

明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
何
よ
り
先
ず
 

中
国
文
化
 

の
中
に
発
達
し
た
宗
教
理
論
を
尊
重
し
っ
 

っ
 検
討
を
加
え
る
が
 ヨ
ー
 口
 

，
パ
 
流
の
宗
教
学
を
も
っ
て
基
本
的
な
立
場
と
し
て
中
国
の
宗
 

教
 現
象
を
 

 
 

理
論
の
特
 

中
国
文
化
の
中
に
宗
教
を
求
め
て
、
 

喪
 ・
祭
の
二
礼
を
得
た
著
 

者
は
い
 

う
 。
も
し
も
宗
教
を
聖
な
る
も
の
と
規
定
し
 

俗
 な
る
も
の
と
 
対
 立
 す
る
と
 

解
す
れ
ば
、
喪
祭
の
二
礼
は
聖
な
る
 

礼
 と
し
て
他
の
俗
的
な
諸
 

礼
 と
の
 間
 

に
き
び
し
い
区
別
が
立
て
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
宗
教
の
本
質
論
 

よ
り
見
て
 

聖
と
俗
 
と
は
矛
盾
の
関
係
に
お
い
て
あ
り
、
 

聖
 と
俗
と
が
互
い
 
に
 背
反
し
 

否
定
し
る
う
と
こ
ろ
に
神
聖
観
念
の
重
要
な
特
質
が
あ
る
と
す
 

べ
き
だ
 

が
 、
中
国
の
礼
論
に
お
い
て
は
喪
祭
を
宗
教
と
し
て
一
類
に
ま
 

と
め
る
こ
 

と
も
な
く
、
ま
し
て
喪
祭
と
他
の
諸
礼
と
の
間
に
対
立
を
立
て
 

よ
う
と
も
 

試
み
な
い
。
 
喪
 ・
祭
の
二
社
を
そ
れ
ぞ
れ
 

凶
 ・
 吉
 と
し
て
規
定
 
し
、
 ニ
礼
 

色
 が
あ
り
、
そ
こ
に
中
国
に
お
け
る
宗
教
の
特
性
が
最
も
顕
著
 

に
 示
さ
れ
 

て
い
る
。
従
っ
て
中
国
の
宗
教
に
つ
い
て
は
、
 

聖
 俗
の
関
係
に
 
つ
い
て
 
考
 

え
る
よ
り
前
に
 
、
喪
と
祭
 
と
の
別
に
つ
い
て
吟
味
を
加
え
る
べ
 

き
で
あ
 

る
 。
宗
教
学
で
は
文
化
の
始
め
に
聖
と
何
と
の
宗
教
的
分
化
が
 

あ
り
、
後
 

に
 聖
の
内
部
で
浮
と
 

傲
 と
の
倫
理
的
対
立
が
現
れ
る
と
い
う
。
 

中
国
古
代
 

の
 宗
教
に
お
け
る
 
吉
と
凶
 
と
は
、
正
し
く
こ
の
 

浄
 聖
と
概
要
 
と
 に
道
る
の
 

  

 
 

で
あ
る
。
蓋
し
中
国
で
 礼
制
 が
整
理
せ
ら
れ
 礼
論
 が
成
立
し
た
 
の
は
、
 か
 

4
 

な
り
高
い
文
化
段
階
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
 聖
裕
 の
 対
 立
の
面
よ
Ⅰ
 
2
 

り
も
聖
の
内
で
の
 浄
構
 と
い
う
倫
理
的
区
別
を
一
層
重
ん
ず
る
 中
国
文
化
の
 

0
 基
本
的
な
性
格
の
現
れ
と
い
え
る
。
宗
教
田
仲
の
問
題
よ
り
 

 
 

宗
教
の
中
に
お
け
る
倫
理
的
問
題
め
方
に
よ
り
 婁
 く
の
 関
尼
が
  
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 

喪
と
祭
 と
は
時
間
的
に
連
続
し
て
い
て
、
そ
の
間
に
少
し
の
間
 障
む
残
 

さ
な
い
。
 喪
 お
わ
れ
ば
祭
に
移
り
喪
祭
一
貫
し
て
孝
道
な
仁
一
・
 
L
 提
与
 。
 し
 

か
も
前
の
喪
と
彼
の
祭
と
は
厳
然
と
区
別
さ
れ
る
と
 礼
論
は
説
 く
 。
喪
祭
 

と
 
一
連
の
行
事
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
祖
先
崇
拝
が
 、 決
し
 て
 単
純
な
 

現
象
で
は
な
く
、
少
く
と
も
二
種
の
違
っ
た
原
理
が
そ
こ
に
は
 た
ら
い
て
 

喪
と
祭
 と
は
特
質
に
相
違
あ
り
、
吉
凶
と
し
 て
 相
互
に
 

対
立
し
背
反
し
あ
う
矛
盾
の
関
係
に
あ
り
、
祭
は
敬
、
 喪
は
哀
   

外
に
表
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

敬
哀
 と
い
う
心
情
が
は
た
し
て
 古
礼
の
主
 

摂
 す
る
よ
う
に
行
為
を
宗
教
的
な
ら
し
め
、
ま
た
 祭
と
喪
 と
に
 互
い
に
 背
 

反
し
る
う
性
質
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
。
（
以
上
第
二
節
祭
 と
葬
と
の
 

分
化
）
 

喪
礼
を
説
明
す
る
哀
の
情
は
世
俗
的
感
情
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
 宗
教
的
 

感
情
と
み
な
せ
な
い
。
祭
礼
に
お
け
る
敬
に
は
、
 
ゴ
敬
 鬼
神
前
 遠
之
 」
と
 

い
う
よ
う
に
遠
ざ
け
る
傾
向
が
含
ま
れ
、
敬
に
宗
教
的
感
情
に
 お
け
る
 重
 

要
 な
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
但
し
花
の
宗
教
的
起
源
が
読
み
と
 れ
て
も
、
 

礼
は
世
俗
的
な
も
の
が
多
い
。
敬
の
心
情
そ
の
も
の
に
歴
史
的
 変
化
が
起
 

り
 宗
教
性
を
失
い
っ
 っ
 あ
る
。
敬
も
哀
も
そ
れ
だ
け
で
は
宗
教
 的
 感
情
を
 

十
分
に
表
わ
す
と
は
認
め
ら
れ
ぬ
が
、
礼
に
 
コ
 喪
礼
哀
願
 之
至
 也
 」
と
か
 



「
 祭
極
敬
 」
な
ど
と
か
一
種
の
無
限
概
念
を
も
っ
て
 敬
と
 哀
の
め
 ホ
 教
内
患
 

情
を
示
し
て
い
る
。
花
輪
に
敬
の
至
極
な
る
も
の
を
以
て
宗
教
 性
を
規
定
 

し
よ
う
と
す
る
の
は
、
宗
教
の
核
心
に
ふ
れ
た
も
の
で
な
い
に
 し
て
も
、
 

よ
ほ
ど
明
か
に
宗
教
の
性
格
を
示
し
得
る
と
い
え
る
。
し
か
し
 敬
と
 哀
は
 

い
ず
れ
も
聖
を
生
む
根
源
で
は
な
く
、
宗
教
の
本
質
的
な
も
の
 を
 明
か
に
 

す
る
所
以
で
は
あ
り
得
な
い
。
（
第
三
節
散
と
 哀
 ）
 

敬
 哀
は
喪
祭
の
礼
を
行
う
に
当
っ
て
の
実
践
上
の
心
が
け
、
 い
 わ
ば
 倫
 

理
を
教
え
た
も
の
と
し
て
は
重
要
で
あ
っ
て
も
、
喪
祭
の
宗
教
 的
 意
義
を
 

明
か
に
す
る
上
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な
意
義
を
認
ぬ
る
こ
と
が
で
 き
な
い
。
 

そ
こ
 て
 喪
祭
の
具
体
的
行
事
そ
の
も
の
に
つ
い
て
宗
教
性
を
分
 析
 探
求
し
 

よ
う
と
、
第
四
節
 喪
と
祭
 と
の
 境
 、
第
五
節
喪
の
期
間
、
第
六
 節
喪
 に
お
 

け
る
死
の
槻
 ね
 、
と
論
を
進
め
て
行
く
。
 

葬
 ま
で
が
喪
で
あ
り
、
虞
が
 喪
と
祭
 と
の
境
を
劃
す
る
。
喪
の
 本
来
の
 

期
間
は
二
一
月
で
あ
っ
た
。
 
葬
 ま
で
は
死
屍
は
遠
ざ
け
ら
れ
趣
旨
 然
 的
存
在
 

と
し
て
の
鬼
神
が
行
事
の
対
象
に
な
る
と
い
う
重
要
な
変
化
が
 起
る
。
 死
 

屍
を
対
象
と
す
る
喪
礼
は
凶
で
あ
り
、
鬼
神
を
祭
っ
て
福
を
祈
 る
 祭
礼
は
 

吉
 で
あ
る
。
死
屍
を
対
象
と
す
る
喪
礼
が
 凶
 と
判
ぜ
ら
れ
る
の
 は
 死
屍
の
 

礒
 れ
に
よ
る
。
宗
教
史
の
上
で
も
民
族
学
的
に
見
て
も
、
死
の
 機
 れ
の
 信
 

仰
 は
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
信
仰
 習
 俗
が
 漢
氏
 

族
の
間
に
も
本
来
あ
っ
た
と
想
定
し
、
中
国
社
 論
 に
死
屍
の
槻
   

た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
明
文
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
 直
系
尊
属
 

評
の
喪
祭
を
説
く
こ
と
を
主
眼
と
す
る
 
礼
論
 に
お
い
て
は
、
 倫

理
が
強
調
せ
 

玉
主
目
く
な
っ
た
の
だ
と
推
察
す
る
。
し
か
ら
ば
喪
葬
の
礼
に
お
ら
れ
死
屍
を
機
れ
と
し
て
恵
み
さ
け
よ
う
と
す
る
態
度
が
 

 
 

  

愛
着
と
何
れ
が
そ
の
決
定
的
導
因
と
な
っ
て
い
る
か
。
 

死
屍
の
あ
る
間
は
如
何
な
る
祭
礼
も
行
う
べ
き
で
は
な
く
、
 祭
 礼
 を
行
 

な
 う
 の
は
死
屍
を
地
中
に
埋
め
て
 機
 れ
が
薄
れ
る
か
、
も
し
く
 は
 全
く
な
 

く
な
っ
た
時
で
あ
る
と
礼
の
原
則
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
 は
、
 喪
の
 

本
来
の
意
義
が
死
の
黄
れ
を
忌
み
 慎
 し
む
タ
ブ
ー
生
活
に
あ
る
 と
の
解
決
 

に
 有
力
低
保
証
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
 

変
 に
服
す
る
者
の
生
活
態
度
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
の
村
社
会
 関
係
の
 

面
 で
は
、
死
の
敬
れ
を
忌
み
 填
 し
む
を
認
む
べ
き
点
が
少
く
な
 い
 。
神
聖
 

概
念
に
は
そ
の
重
要
な
特
質
の
 一
 っ
と
し
て
伝
染
性
が
数
え
る
 れ
る
。
 
こ
 

れ
に
近
づ
き
触
れ
る
者
は
、
容
易
に
そ
の
神
聖
性
に
感
染
す
る
 と
 
一
般
に
 

信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
神
聖
性
は
俗
な
る
も
の
に
と
 っ
て
は
 危
 

険
 で
あ
る
か
ら
、
不
用
意
に
こ
れ
に
近
づ
い
て
は
な
ら
ぬ
。
 神
 聖
 は
こ
の
 

故
に
忌
み
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
即
ち
タ
ブ
ー
で
あ
る
 "
 死
 が
本
来
 

蔵
 れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
 竜
 れ
は
同
じ
家
に
住
む
家
族
に
感
 架
 す
る
こ
 

と
は
避
け
得
ら
れ
な
い
。
死
人
の
近
親
は
敬
れ
た
る
も
の
と
し
 て
 、
第
一
二
 

者
に
対
し
て
は
タ
ブ
ー
と
な
り
、
忌
み
直
し
み
の
生
活
を
な
す
 ぺ
く
、
ま
 

た
 第
三
者
の
他
人
も
こ
れ
を
忌
み
避
け
よ
う
と
す
る
。
死
の
槻
   

だ
 遺
族
と
 俗
 な
る
近
隣
の
他
人
と
が
、
互
い
に
恵
み
避
け
ね
ば
 な
ら
ぬ
と
 

こ
ろ
に
、
喪
の
宗
教
学
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
 

著
者
は
喪
の
生
活
の
衣
食
住
の
礼
の
規
定
に
タ
ブ
ー
の
要
素
が
 濃
い
こ
 

と
に
注
意
し
、
儒
教
が
好
ん
で
用
い
る
倫
理
的
、
合
理
的
な
解
 釈
の
奥
に
 
)
 

 
 
 
 

は
 、
な
お
宗
教
的
な
も
の
が
か
す
か
な
が
ら
も
読
み
と
れ
る
の
 
で
あ
っ
の
 

て
 、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
死
の
磯
れ
に
関
わ
る
タ
ブ
ー
の
生
活
 
 
 

 
 

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
こ
の
行
事
の
本
来
の
意
味
 が
あ
っ
た
 



も
 の
と
考
え
る
 チ
 

凶
礼
 と
し
て
の
 喪
と
 吉
礼
と
し
て
の
 祭
 と
は
、
陰
陽
 栢
 犯
す
こ
 と
を
 押
 

。
さ
る
関
係
に
あ
る
。
然
る
に
中
国
で
は
こ
の
二
社
が
一
連
の
行
 
事
と
し
て
 

連
続
し
て
い
る
。
互
い
に
背
反
し
る
う
も
の
が
連
続
す
る
こ
と
  
 

し
て
可
能
か
。
 

前
に
喪
礼
の
分
析
的
研
究
に
よ
り
、
喪
礼
の
本
質
が
死
蔵
を
忌
 み
填
 し
 

む
 タ
ブ
ー
の
生
活
に
あ
り
と
し
た
著
者
は
、
次
に
死
屍
を
対
象
 と
し
た
 喪
 

礼
 に
対
し
鬼
神
と
し
て
死
者
の
霊
を
祭
る
祭
礼
の
分
析
的
研
究
 に
 進
み
 吉
 

祭
の
宗
教
性
探
求
に
進
む
。
（
第
三
章
宗
廟
の
祭
祀
）
 

祭
礼
は
斎
戒
を
も
っ
て
始
ま
り
斎
戒
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
ね
ば
 
た
二
 
@
 
ら
 

ね
 。
祭
礼
を
行
お
う
と
す
る
祭
主
夫
婦
は
衣
食
住
も
平
素
と
異
 に
し
、
 ゼ
 

日
間
に
わ
た
り
斎
戒
し
沐
浴
し
て
身
を
潔
 め
、
 更
に
心
を
統
一
 し
て
幽
界
 

に
 想
い
を
致
し
て
 填
 し
み
の
生
活
を
重
ね
る
。
斎
戒
は
常
の
俗
 内
生
活
を
 

離
れ
て
身
の
神
聖
を
は
か
ら
ん
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
世
俗
 と
 隔
離
せ
 ，
ら
 

れ
る
と
こ
ろ
に
宗
教
生
活
の
重
要
な
特
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
 物
 を
 神
聖
な
 

ら
し
め
る
第
一
歩
で
あ
り
、
積
極
的
に
宗
教
的
対
象
と
の
交
わ
 り
を
用
意
 

す
る
所
以
で
あ
る
。
斎
戒
の
本
義
も
む
し
ろ
こ
の
神
明
と
の
 交
 り
を
求
め
 

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
神
秘
体
験
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 祭
礼
に
認
 

め
ら
れ
る
宗
教
性
の
根
源
が
こ
こ
に
存
す
る
。
 

こ
の
斎
戒
に
よ
っ
て
宗
教
的
情
況
が
用
意
せ
ら
れ
、
そ
の
基
礎
 の
上
に
 

祭
礼
の
主
要
な
る
行
事
（
供
犠
・
供
奴
）
が
展
開
せ
ら
れ
、
 こ
 れ
に
よ
っ
 

て
 祭
の
目
的
が
達
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
祭
神
 し
 飲
食
を
供
 遣
 す
る
 宗
 

教
 儀
礼
の
重
要
な
意
義
の
 
一
は
 、
そ
の
供
物
の
共
食
に
よ
っ
て
 神
人
の
結
 

合
 を
は
か
ろ
う
と
す
る
に
あ
る
。
神
明
に
供
犠
 供
飯
 し
て
福
を
 求
め
災
を
 

隆
こ
 う
 と
す
る
所
に
祭
の
意
義
が
あ
り
、
こ
こ
に
吉
礼
と
名
づ
 け
る
所
以
 
6
 

が
あ
ろ
と
注
疏
は
解
す
る
が
、
そ
れ
は
実
利
的
合
理
的
解
釈
で
 

 
 

こ
れ
ら
の
合
理
的
解
釈
の
奥
に
ひ
そ
む
儀
礼
の
宗
教
的
意
義
は
 、
酒
食
を
の
 

 
 

供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
祖
神
と
交
わ
り
聖
な
る
世
界
に
接
し
よ
 つ
 と
す
る
（
 

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
祭
礼
の
主
眼
は
宗
教
学
的
に
見
 
る
な
ら
 

ば
 、
神
明
と
の
交
わ
り
に
よ
り
神
聖
性
を
獲
得
し
ょ
う
と
す
る
 と
こ
ろ
に
 

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
喪
礼
は
死
 歳
 の
た
め
に
身
を
慎
し
む
 タ
 プ
 ー
の
 生
 

活
 を
す
る
こ
と
に
本
質
が
認
め
ら
れ
る
。
 

喪
礼
祭
礼
に
は
共
通
し
た
神
聖
観
念
が
あ
り
世
俗
と
区
別
せ
ら
  
 

こ
ろ
に
宗
教
現
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
性
格
が
存
す
る
。
も
ち
 ろ
ん
喪
祭
 

が
 同
じ
神
聖
観
念
に
特
色
づ
け
ら
れ
て
一
類
に
ま
と
め
ら
れ
る
 
と
し
て
 

も
、
祭
と
喪
 と
は
 古
 よ
り
吉
凶
と
区
別
し
互
い
に
背
反
関
係
に
 あ
る
。
 死
 

と
械
れ
に
 
基
く
 神
聖
観
念
と
祖
神
に
由
来
す
る
神
聖
観
念
と
で
 は
、
 同
じ
 

神
聖
観
念
で
も
決
し
て
全
く
同
一
の
も
の
と
見
ら
れ
な
い
。
 喪
 と
発
 と
は
 

一
類
の
宗
教
規
 宋
 と
し
て
他
の
俗
的
な
諸
礼
と
区
別
さ
る
べ
き
 も
の
で
あ
 

り
な
が
ら
、
同
時
に
喪
祭
二
社
 栢
 互
の
間
に
は
背
反
対
立
の
関
 係
 が
支
配
 

し
て
い
る
。
 
礼
論
 が
理
念
と
し
て
は
 三
 礼
の
背
反
を
強
く
 主
 張
 し
な
が
 

ら
 、
事
実
と
し
て
は
夢
後
の
小
祥
大
祥
の
よ
う
に
喪
中
の
祭
礼
 を
 、
不
完
 

全
 な
形
で
は
あ
っ
て
も
一
応
は
正
式
な
祭
礼
と
し
て
許
す
よ
う
 に
 喪
祭
 二
 

礼
の
間
の
背
反
関
係
に
、
あ
る
程
度
の
融
通
性
を
認
め
ざ
る
を
 得
な
い
の
 

は
 興
味
深
い
。
更
に
二
社
が
一
日
の
断
絶
も
な
く
事
実
上
達
 続
 し
て
、
 喪
 

よ
り
 祭
 
へ
転
換
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
社
を
と
も
に
 同
 じ
 宗
教
 規
 

象
 と
し
て
一
類
に
ま
と
め
得
る
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
も
の
で
 あ
る
。
 背
 

反
 と
同
時
に
連
続
を
許
す
と
云
う
二
社
間
の
複
雑
な
関
係
こ
そ
 ほ
 、
本
来
 



神
聖
観
念
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
神
聖
観
念
が
発
 達
し
て
 浄
 

聖
と
 槻
聖
 と
に
分
化
対
立
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 占
 ほ
 つ
い
て
 

著
者
は
 
力
 。
 汀
 Ⅱ
（
の
 

0
 コ
の
 堅
革
や
の
 り
ロ
 
の
Ⅱ
 
荘
 っ
日
の
西
洋
宗
教
 学
者
の
捉
 

唱
 し
た
神
聖
観
念
論
に
 臆
 し
て
自
説
の
論
証
に
つ
と
め
て
い
る
 

（
 
竹
車
 

@
 
一
一
一
 

節
浄
 聖
と
 磯
聖
 ）
 

中
国
古
礼
で
は
天
神
地
祇
と
と
も
に
人
鬼
す
な
わ
ち
先
祖
の
精
 零
る
祭
 

る
 。
葬
し
て
後
、
精
霊
を
迎
え
帰
っ
て
こ
れ
を
そ
の
祖
父
の
廟
  
 

三
年
を
経
、
大
祥
を
終
っ
て
後
、
こ
の
精
霊
は
独
白
の
廟
に
 祭
，
 
 
 

て
 宗
廟
の
祭
が
行
わ
れ
る
。
宗
廟
の
祭
は
 、
凶
 な
る
喪
礼
を
完
 了
し
て
 新
 

 
 

祭
 が
正
式
 

は
 行
わ
れ
る
と
同
時
に
天
神
地
祇
の
祭
も
始
め
て
公
式
に
営
ま
 れ
る
。
 宗
 

評
者
即
ち
餓
鬼
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
先
祖
た
る
の
資
格
が
な
 

廟
の
祖
神
に
目
っ
て
、
家
族
の
守
護
神
と
し
て
天
神
地
祇
と
岡
 

く
 祖
神
と
し
て
 

時
に
福
祥
 

が
 祈
ら
れ
て
百
奈
と
な
る
。
 

死
屍
か
ら
精
霊
と
な
る
、
こ
の
連
続
も
し
く
は
転
換
の
可
能
性
 は
、
 々

 
不
 

教
学
的
に
は
 浄
聖
槻
聖
 の
酸
味
さ
に
基
づ
く
と
説
明
す
ろ
の
 他
  
 

問
題
は
こ
れ
ら
の
精
霊
も
し
く
は
死
者
と
し
で
の
先
祖
の
宗
教
  
 

あ
る
。
 敬
 聖
の
死
屍
が
転
じ
て
 浄
 聖
の
精
霊
と
な
り
、
し
か
も
 こ
由
 り
 
清
里
正
 

が
 天
神
地
祇
と
同
じ
く
宵
祭
の
対
象
と
な
る
。
た
だ
死
者
の
精
 霊
は
浄
聖
 

の
も
の
で
あ
っ
て
も
 槻
 聖
の
死
屍
よ
り
転
換
し
た
も
の
で
あ
る
 
と
こ
ろ
 

は
 、
本
来
的
に
浄
 垂
 で
あ
る
神
祇
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
け
   

ね
 。
ま
た
祖
霊
が
も
し
子
孫
の
祭
祀
を
受
け
な
い
な
ら
ば
、
 餓
 -
 
え
た
る
 死
 

存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
も
神
祇
と
同
じ
く
は
な
い
。
 死
 者
や
精
 ォ
 
n
 

書
の
宗
教
的
性
質
は
確
か
に
神
祇
と
は
区
別
す
べ
き
も
の
で
 
 
 

も
、
古
 よ
り
鬼
神
木
と
し
て
先
祖
が
天
神
地
祇
と
同
類
に
ま
と
   

の
は
、
一
 
つ
 に
は
福
祥
が
祈
ら
れ
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
が
、
 

同
時
に
そ
 

の
い
ず
れ
に
も
同
じ
宗
教
性
が
通
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
 ，
 
し
な
い
。
 

一
類
に
ま
と
め
る
こ
と
に
宗
教
的
な
意
義
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
 

天
 神
地
祇
 

と
 同
じ
よ
う
な
宗
教
的
性
質
を
先
祖
の
中
に
も
認
め
る
の
で
な
   

ら
な
い
。
祖
先
崇
拝
の
宗
教
学
的
研
究
は
、
先
祖
の
担
う
こ
の
 宗
教
的
性
 

質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
 

先
祖
と
は
も
と
生
命
の
原
理
で
あ
る
。
西
洋
と
異
な
り
中
国
の
 父
権
的
 

家
族
制
度
を
と
る
社
会
で
は
、
先
祖
の
系
統
を
父
か
ら
そ
の
 父
 へ
 と
た
ど
 

り
 、
た
だ
一
本
の
系
列
だ
け
を
先
祖
と
し
て
 選
 Ⅲ
に
す
ぎ
ぬ
。
 
先
祖
と
は
 

家
族
制
度
を
地
盤
と
し
っ
 っ
 、
生
命
の
流
れ
を
一
本
の
直
線
的
 な
家
系
に
 

限
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
一
本
 の
家
系
を
 

そ
れ
る
も
の
は
叔
父
で
も
先
祖
の
中
に
は
数
え
切
れ
な
い
。
 こ
 の
 
一
本
の
 

家
系
が
血
統
で
あ
り
こ
れ
だ
け
が
先
祖
と
認
め
ら
れ
る
。
家
族
 制
度
に
よ
 

っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
特
定
の
源
泉
か
ら
自
分
に
至
る
ま
で
の
、
 

た
 だ
一
 糸
 
@
 

 
 

先
祖
と
は
も
と
も
と
生
命
の
原
理
で
あ
っ
て
 、
 死
と
ほ
何
ら
の
 関
係
を
 

も
た
ぬ
も
の
で
あ
る
。
先
祖
の
祭
り
と
は
こ
の
生
命
の
原
理
 へ
 0
 回
顧
で
 

あ
り
、
そ
の
原
理
へ
の
強
化
と
見
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
祖
先
業
 拝
ぷ
か
 
七
口
 
祭
 

と
 せ
ら
れ
、
そ
こ
で
福
祥
が
祈
ら
れ
る
の
は
、
実
は
そ
こ
で
 家
 族
的
 社
会
 

の
 生
命
の
強
化
が
祈
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
祖
先
崇
拝
は
こ
  
 

 
 

に
 、
家
族
制
度
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
家
族
制
度
は
生
命
の
 源
流
を
た
 
ぴ
 

だ
 
一
つ
の
系
列
に
限
り
、
こ
の
系
列
の
源
頭
に
立
つ
始
祖
が
 、
 生
命
の
本
 
7
 

 
 

源
 と
し
て
他
か
ら
区
別
し
て
特
に
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
 祖
 光
忠
 ホ
 拝
の
 



一
つ
の
特
色
が
あ
る
。
 

家
族
の
始
祖
を
中
心
と
し
っ
 っ
 、
一
系
の
先
祖
を
祭
る
 L
 こ
ろ
 に
 祖
先
 

崇
拝
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
制
度
的
に
具
体
化
し
た
も
の
が
宗
廟
  
 

る
と
し
て
、
古
礼
の
宗
廟
の
制
を
宗
教
学
的
に
吟
味
し
、
祖
先
 岩
木
樺
山
り
小
小
 

教
的
 原
理
は
始
祖
廟
の
中
に
求
む
べ
き
で
あ
る
と
し
、
 四
 観
潮
 、
二
世
、
 

嗣
 

太
祖
廟
と
宗
廟
構
造
を
説
き
、
礼
典
と
そ
の
注
疏
を
宗
教
学
的
  
 

批
判
し
て
結
論
に
進
む
。
 

席
制
 に
内
在
せ
し
め
て
い
る
始
祖
（
太
祖
）
観
は
 、
 明
か
に
 
一
 箇
 の
 人
 

間
 的
形
態
を
具
え
た
人
格
的
存
在
と
し
て
も
、
し
か
も
人
間
的
 な
 死
者
と
 

し
て
で
は
な
く
、
歴
史
を
超
越
し
た
神
的
存
在
と
し
て
、
始
祖
 を
 理
解
し
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 
礼
論
 で
は
始
祖
廟
を
万
世
小
暇
と
い
い
 万
 地
下
運
と
 

す
る
。
不
死
を
意
味
す
る
。
 

四
 親
潮
の
近
在
 が
 死
者
と
し
て
、
 
 
 

き
る
と
と
も
に
死
す
る
の
に
対
し
て
、
始
祖
は
永
遠
の
神
格
と
 せ
ら
れ
て
 

い
る
。
太
祖
と
は
一
種
の
神
祇
 色
の
 
@
t
 
セ
 で
あ
る
。
始
祖
は
宗
族
 を
 創
生
し
 

た
と
考
え
ら
れ
 つ
い
コ
品
 。
串
の
性
格
を
も
ち
、
神
話
的
祖
先
 
ま
せ
（
 
ゴ
 @
n
p
-
 

ぃ
 巴
の
の
（
 

0
q
 

に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
 

祖
先
に
は
 祖
 と
鬼
と
い
う
異
質
的
な
二
つ
の
要
素
が
統
合
さ
れ
 て
い
プ
 の
 

が
 、
礼
記
「
 祭
法
篇
 」
は
こ
の
祖
を
鬼
と
み
な
し
祖
先
崇
拝
を
 直
哉
に
兄
 

者
 崇
拝
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
し
、
「
王
制
篇
」
は
二
つ
の
 要
 素
の
併
存
 

を
 認
め
う
っ
、
こ
れ
を
綜
合
せ
し
め
る
原
理
を
祖
の
極
性
と
し
 て
の
始
祖
 

の
中
に
求
め
、
始
祖
に
よ
っ
て
祖
先
の
全
体
が
組
織
的
に
統
一
 せ
し
め
ら
 

れ
る
と
解
す
る
。
祖
先
の
荷
う
宗
教
性
の
理
解
に
お
い
て
も
、
々
 
下
散
 字
よ
 

り
 見
て
も
、
後
者
の
解
釈
が
適
切
で
あ
る
。
王
制
篇
の
規
定
す
 る
 天
子
 七
 

廟
に
 祖
先
崇
拝
の
理
想
型
を
認
め
て
こ
れ
を
分
析
検
討
し
た
 
結
果
と
し
 

一
 ：
「
重
要
な
宗
教
現
象
の
一
環
と
し
て
 
寅
 ・
敦
史
上
に
大
き
な
 位
置
を
占
 
 
 

 
 

Ⅰ
べ
き
祖
先
崇
拝
は
、
単
純
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 し
 一
し
て
批
評
し
 去
，
 ら
る
 ぺ
 ・
 
-
 
づ
 
@
 
1
 

も
の
で
は
な
い
。
神
話
的
祖
先
と
し
て
の
始
祖
信
仰
に
そ
の
 宗
   

 
 

源
 が
認
め
ら
れ
る
時
に
 、
 始
め
て
祖
先
崇
拝
と
天
の
信
仰
も
し
 く
は
至
上
ぴ
 

神
と
い
う
よ
う
な
神
祇
信
仰
と
の
密
接
な
関
連
が
正
し
く
理
解
 で
き
る
。
 

祖
先
崇
拝
は
神
祇
信
仰
と
と
も
に
宗
教
現
象
の
重
要
な
一
面
を
 代
表
す
る
 

も
の
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
 

難
解
任
中
国
古
典
を
西
洋
に
発
達
し
た
宗
教
学
に
Ⅲ
し
て
書
き
  
 

諸
声
氏
の
労
作
を
一
読
し
て
筆
者
に
こ
れ
を
批
評
す
る
能
力
が
 拒
は
 

を
 知
っ
た
が
、
亡
き
畏
友
の
方
作
を
少
し
で
も
学
界
に
知
っ
て
  
 

い
と
梗
概
を
述
べ
た
。
中
国
経
学
や
中
国
古
代
宗
教
の
専
門
家
 に
 批
評
を
 

求
め
れ
ば
恐
ら
く
異
論
も
出
る
べ
く
、
そ
れ
で
こ
そ
学
問
の
進
 歩
も
う
 み
 

学
徒
諸
 声
 博
士
も
喜
こ
ぶ
で
あ
ろ
う
。
広
い
視
野
が
ら
書
か
れ
 た
 学
位
論
 

文
 以
外
の
収
録
論
文
の
題
目
だ
け
を
記
し
て
筆
を
お
く
。
 

聖
の
超
越
性
と
そ
の
否
定
型
俗
の
断
絶
面
と
連
続
 
性
 

宗
教
 社
会
学
 

の
 意
義
と
問
題
種
姓
制
度
に
お
け
る
 
二
 源
流
種
姓
制
度
と
  
 

態
度
大
乗
仏
教
の
教
団
現
前
借
 と
 四
方
 僧
 
出
家
の
意
義
 
日
本
 

倫
理
と
知
恩
報
恩
中
国
に
お
け
る
仏
教
倫
理
仏
教
に
お
け
 
る
 道
徳
 

と
 宗
教
人
格
神
と
自
然
神
氏
神
信
仰
と
祖
先
崇
拝
倶
舎
 論
 に
お
 

け
る
「
宗
教
二
の
定
義
に
つ
い
て
（
第
二
編
）
我
が
国
の
仏
教
 辞
典
 

戦
争
と
教
会
民
族
性
と
宗
教
松
陰
先
生
の
宗
教
仏
教
に
  
 

経
済
倫
理
の
問
題
名
宝
行
事
作
法
の
由
来
仏
教
（
第
三
編
 
）
法
味
 

上
人
の
現
代
的
理
解
法
然
と
現
代
華
 頂
 講
座
人
生
の
た
 め
の
 指
 

針
 
（
第
四
編
）
 



八
月
二
日
（
木
）
 

投
票
用
紙
発
送
 

九
月
三
日
（
月
）
 

投
票
受
付
締
切
 

選
挙
管
理
委
員
会
（
開
票
）
九
月
八
日
（
土
）
 

当
選
者
の
辞
退
甲
田
期
限
九
月
二
二
日
（
土
）
 

 
 

一
 、
学
会
賞
選
考
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て
 

安
斉
 伸
 、
建
徳
 忠
 、
住
戸
田
六
三
郎
、
羽
田
野
 

伯
猷
 、
 堀
 
 
 

報
郎
 
、
前
田
義
郎
、
結
城
令
聞
の
セ
氏
に
委
嘱
す
る
こ
 

と
と
な
っ
た
。
 

一
 
、
九
字
 
会
 連
合
の
理
事
に
つ
い
て
 

ム
ム
 

柳
川
啓
一
氏
の
留
任
と
な
っ
た
。
 

0
 理
事
会
昭
和
四
八
年
二
一
月
二
四
日
（
土
）
一
八
時
 

一
 
、
坂
本
幸
男
理
事
の
葬
式
に
弔
電
を
打
ち
、
 

御
 香
料
を
お
く
 
っ
 た
こ
 

と
の
報
告
。
 

 
 

（
日
）
 

一
 
、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
日
程
に
つ
い
て
 

選
挙
管
理
委
員
会
（
有
権
者
資
格
認
定
）
 

セ
月
 二
一
日
（
 
土
 

六
月
十
八
日
（
月
）
 

 
 

選
挙
公
示
葉
書
発
送
 

セ
月
 十
七
日
（
月
）
 

有
権
者
資
格
締
切
 

  

会
報
 

一
 、
石
津
 照
璽
 氏
の
寄
附
会
 は
 つ
い
て
 

字
会
 賞
の
基
金
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
の
と
お
り
承
認
し
た
。
 

0
 光
学
会
連
合
大
会
 

第
二
七
回
 九
 学
会
連
合
大
会
は
昭
和
四
八
年
五
月
十
一
日
（
 金
 ）
上
智
 

大
学
に
お
い
て
開
か
れ
た
。
本
学
会
か
ら
は
藤
井
正
雄
氏
が
「
 宮
古
島
 

保
 民
部
落
の
祭
祀
組
織
と
宗
教
生
活
」
に
つ
い
て
報
告
し
 、
十
 二
名
の
 

会
員
が
大
会
に
参
加
し
た
。
 

0
 新
人
会
員
紹
介
 

有
夫
宗
治
名
古
屋
市
昭
和
区
五
軒
家
 町
 セ
ー
 三
 

ヨ
ハ
ネ
 館
 

南
山
大
学
講
師
 

生
田
邦
夫
江
別
市
大
麻
西
町
二
四
 ｜
七
 
札
幌
商
科
大
学
 ぬ
 教
授
 

上
智
大
学
講
師
 

右
腕
 
慶
 総
日
野
市
南
平
一
四
二
三
ー
 二
 

磯
崎
定
基
東
久
留
米
市
上
の
原
 
一
｜
 一
、
二
 0
 ｜
二
 0
 四
 

大
正
大
学
講
師
 

大
塚
和
夫
中
野
区
大
和
町
一
丁
三
ハ
 ｜
 
一
一
 

マ
ソ
シ
，
 
ン
，
イ
 

%
 五
大
学
大
学
院
 

シ
カ
 ワ
 

岡
田
斉
堺
市
中
百
舌
 鳥
 町
人
 ｜
 八
六
 0
 
 

大
谷
大
学
 大
学
院
 

奥
村
一
郎
名
古
屋
市
中
川
区
 
荒
江
 町
二
ー
三
九
カ
ト
 り
 ッ
ク
教
 

聖
母
短
大
教
授
 
め
 

ム
 %
 

 
 
 
 
 
 

兼
子
正
真
豊
島
区
西
巣
鴨
 
ニ
 ー
 ニ
 0
 ｜
 一
大
正
大
学
生
 
寮
 

大
正
大
学
大
学
院
㏄
 

 
 

僧
侶
 

金
子
正
美
上
越
市
南
本
町
 
三
 １
匹
 ｜
 一
八
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大
谷
大
学
大
学
院
 

近
藤
 
祐
昭
 
安
城
市
川
島
町
 西
 屋
敷
一
 

舘
静
花
 
京
都
市
東
山
区
山
科
 蜘
 の
 辻
 池
尻
 町
 
一
四
 ｜
一
 

佐
藤
浩
司
天
理
市
川
原
 城
町
 四
九
海
谷
詰
所
 

入
会
  

 

天
理
大
学
助
手
 

祖
父
 江
 松
雄
名
古
屋
市
昭
和
区
御
器
研
二
１
玉
 
｜
三
 
一
 

南
山
大
学
大
学
院
 

龍
 谷
大
学
副
手
 

低
山
科
市
街
地
住
宅
六
二
四
 

田
中
執
隠
田
無
市
緑
町
 一
｜
一
｜
一
 

東
大
田
無
 寮
 

東
京
大
学
大
学
院
 

谷
口
龍
 男
 
市
川
市
 鬼
越
一
｜
 一
八
 ｜
 
一
五
早
稲
田
大
 学
教
授
 

土
田
龍
太
郎
豊
島
区
雑
司
容
一
１
玉
 
0
 ｜
 一
八
東
京
大
学
 大
学
院
 

中
山
一
昔
茨
木
市
園
田
町
一
 
0
 １
匹
 0
 
 

京
都
産
業
太
 学
 講
師
 

七
沢
 
賢
治
豊
島
区
長
崎
 六
｜
一
｜
 一
五
山
ロ
マ
 
ソ
シ
 。
 ン
三
 O
 

大
正
大
学
大
学
院
 

セ
 

法
席
 

渉
 
京
都
市
上
京
区
烏
丸
道
下
立
売
上
 ル
 

ギ
安
玄
学
院
短
大
講
師
 

松
本
益
 寿
 

高
崎
市
石
原
町
三
四
九
三
ー
 三
 0
 
 大
正
大
学
 大
学
院
 

官
道
 

管
 
京
都
市
下
京
区
若
宮
道
五
条
上
ル
林
 
方
 

大
谷
大
学
大
学
院
 

武
内
義
範
 

高
木
き
よ
子
 

小
西
国
夫
 

高
橋
 

壮
 

土
屋
 

博
 

ぽ
木
曽
 隆
 

執
筆
者
紹
介
 

京
都
大
学
教
授
 

日
本
研
究
セ
ン
タ
一
助
教
授
 

岡
山
大
学
教
授
 

東
京
大
学
大
学
院
 

北
海
道
大
学
助
教
授
 

仏
教
大
学
教
授
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On the Existential Relation 

between Religious Action @yo) 

and Faith (shin). 

Yoshinori TAKEUCHI 

The problem of the relation between religious action (gyd) and genuine faith 

(shin) developed in the main work of Shinran (1173-1262), Ky6-gyb-shin-shd, is 

investigated here from the viewpoint of Buddhist Existentialism. 

The  idea of transcendence and self-transcendence in the present Western Exis- 

tentialism, existentialist theology, and existential phenomenology is deeply influenced 

by that of the " transcendental " in German Idealism. Indeed, one can say that 

this idea of self-transcendence results from its critical acceptance of the transcen. 

dental reflection in German transcendentalism. Nevertheless, the concept of the  

" transdescendental " as the radical consequence of such reflection is not yet satis- 

factorily developed in Western philosophy, although we realize its germination in 

Kantian "radical sin", in the later Schelling's approach to " the  essence of human 

freedom", and in the Kierkegaardian concept of "dread " and of " despair " to  say 

nothing of its development in present existentialism. It is chiefly through Buddhist 

philosophy that we can reach the full implication of this way of thinking. The 

future study on Kyo-gyd-shin-shd, especially on the relation between action and 

faith, will shed light on this problem. 



The Religious Thought of 
ISHIKAWA Takuboku 

Kiyoto TAKAGI 

Critics and scholars have bestowed on Ishikawa Takuboku (1885-1912) t he  

generous share of attention due him as one of the outstanding poets and literary 

presences of the Meiji period. Yet surprisingly little has been written about Taku- 
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boku's thought, and more especially his religious thought, which bore so close a 

relation to his life and literary accomplishment. 

Strongly influenced by the ideas of Schopenhauer, Nietzsche and Wagner, Ta- 

kuboku conceived his religious ideal as a state which would unite the will to the 

" expansion of self " (JikokakuchG) with love directed towards " union with the 

other" (JitayGgO). The man who could achieve this harmony of self and other was 

a t  once a genius and a "true man"  (Shinjin). This ideal was more a product of 

t he  realities of Takuboku's existence than of any detached philosophical reflection, 

a s  if the poet sought deliverance from the torment and suffering that plagued his 

daily life in the lofty realm of religious ideals. When he despaired that this realm 

was  after all too remote to  grant him the solace he sought, Takuboku turned 

elsewhere in his search for meaning. In socialism he found a way to cast off a 

present he had lost hold of and look to  a better world in the future; and by con- 

templating the fact of death he could hope to escape the whole of the past as  well. 

Takuboku's religious beliefs may seem shortlived, confined as  they were to an 

unattainable ideal he had first postulated then abandoned ; and yet, in a very real 

sense, these ideas that had once so strongly attracted him remained the basis for 

the thought and the search that continued throughout Takuboku's brief but intense 

life 



~ b e r  die Freiheitslehre 

Kunio KONISHI 

In dieser Abhandlung handelt es sich um den Freiheitsbegriff in der sogenann- 

ten Antinomienlehre der ,, Kritik der reinen Vernunft ". Kant hat als erster die 

vier Antinomie der reinen Vernunft in der Form der Satze ausgedriickt. Die Anti- 

nomie war gerade der Ausgangspunkt und auch die bewegende Kraft seiner kritis- 

chen Philosophie. Die dritte Antinomie, die zwischen Freiheit und Naturnotwendig- 

keit, war fiir ihm am wichtigsten, weil die vier Antinomie von seinem Standpunkt 

aus  tats&chlich von der dritten Antinomie vertreten werden. Die Antinomie ist 

der Widerstreit zwischen der Thesis, ,, eine Kausalitat durch Freiheit " oder ,,trans- 

zendentale Freiheit " anzunehmen, und der Antithesis, nur die ,, KausalitPt nach 



Gesetzen der Natur " anzuerkennen. Sie wurde nur durch den ,, transzendentalen 

Idealismus", d.  h. die ,, kritische Unterscheidung" der Dinge (Erscheinungen) als 

Gegenstande der moglichen Erfahrung, von den Dingen an sich selbst aufgelost. 

Die transzendentale Freiheit und die Naturnotwendigkeit sind hier im Verhaltnis 

de r  intelligiblen Ursache als Ding an sich zur Erscheinung als ihre Wirkung begri- 

ffen, forglich gleichsam in einem logischen Verhaltnis des Grundes zur Wirkung. 

Kant will dieses damit noch in concreto erklaren, dass er es auf den Menschen als 

handelndes Subjekt anwendet. Also ist hier eine und dieselbe Handlung von beiden 

Seiten der Handlung als Ding an sich und der erscheinenden Handlung als ihre 

Wirkung betrachtet, die Kausalitat der ersteren fur intelligibel, die der letzteren 

f u r  sensibel angesehen. Nach ,, zweierlei Kausalitat" also sind intelligbler und 

empirischer Charakter ein und demselben handelnden Subjekt zugerechnet. Daher 

kann man verstehen, dass das handelnde Subjekt, nach seinem intelligiblen Chara- 

kter, unter keinen Zeitbedingungen steht, in seinen Handlungen von aller Naturnot- 

wendigkeit unabhangig ist. Wenn solche Unabhangigkeit die negative Bedeutung 

d e r  transzendentalen Freiheit ist, so wurde ,,das Vermagen, einen Zustand von 

selbst anzufangen " oder ,, das Vermbgen, die Erscheinungen von selbst ispontej 

anzufangen" die positive Bedeutung derselben sein. Die UnabhangigkeitiTranszen- 

denz) von der Naturkausalitat und die Spontaneitat (Bestimmung) zur Naturnot- 

wendigkeit zeigen die wesentliche Doppelkonstruktion der transzendentale Freiheit. 

Also findet diese nur im Verhaltnis des Intellektuellen als Ursache (Grund) zur 

Erscheinung als Wirkung statt. 



La Double Writ6 chez Nfigarjuna 

La theorie de la double verite est un des problbmes essentiels du Bouddhisme. 

Niigarjuna, fondateur de 1'6cole Miidhyamaka, dit dans Madhyamak2rika: "Les 

Buddha enseignent la loi sur la base de deux verites: la verite mondaine et la 

v6rit.4 absolue" (XXIV. 8) On y peut poser trois questions suivantes: 1) quels 

caractsres a-t-elle la verite absolue ? 2) qu'est-ce que la qualit6 de la veritb 

-mondaine ? 3) comment explique-t-on le rapport entre ces deux verites ? 

Les caractbres de la verite absolue sont ainsi expliques : " Non-dependante 

J 'autrui ,  apaisee, non-manifestbe par des idees discursives, hors de concepts, sans 



diversit6, voilA les caracteres de la realit6 " (XVIII. 9) Ces cinq caract+res de la  

v6rit6 absolue ne visent en somme qu'au fait de ne pas &re explicable (anabhili- 

pya) de la realit6 absolue. 

La v6rit6 mondaine est diversement interpretbe par les commentateurs post6- 

rieurs, parmi lesquels deux sont importants, Bhivaviveka e t  Candrakirti. Bhava- 

viveka l'interprktait comme le pratique (vyavahlra) , qui est essentiellement la langue. 

Candrakirti en donnait trois interpr6tations. Mais l'interpretation la plus originale 

chei lui, c'est que la v6rit6 mondaine est la v6ritd d'ignorance. Cependant cette 

interprdtation me semble s'dcarter de I'intention de Nggarjuna. 

Or, si I'on interpr6te le caractere unique de la v6rit6 absolue comme l'inexpli- 

cabilit6, et celui de la verit6 mondaine la langue, comment peut-on expliquer le 

rapport contradictoire de ces deux v6ritks ? Est-ce que la realit6 vis6e par Nggarjuna 

est une rkalit6 d'ordre mystique, comme dit-on a tort ? Non. A mon avis, c'est 

la compassion universelle (mahskaruns) par laquelle Buddha enseigne aux hommes 

la verit6 absolue qui dCpasse toute appr6hension rationnelle. 



Apocalypticism and the 
Formation of the Gospel 

Hiroshi TSUCHIYA 

For the last ten years an event called " Renaissance der Apokalyptik " (K. Koch\ 

has been marked in the academic circles of the Christianity. There are two streams 

in i t :  One from the field of the New Testament studies and the other through the  

systematic theology. In this thesis, the considerations are limited to the problem 

on the New Testament studies. 

As is  generally known, E. Kasemann's theses (ZThK, 1960, 1962) led to the  

starting point of the discussions. Moreover these urged the re-investigation about 

the history of the Early Christian thought. 

The central proposition of E. Kasemann's theses is as  follows : "-Apocalyptic 

-since the preaching of Jesus cannot really be described as  theology---was the  

mother of all Christian theology." Through the examination of the theory connected 

with this proposition, it is  acknowledged that the influence of post-Easter apocalyptic 

must be noticed in the study of the Early Christian thought. But the conclusion 



tha t  ' all ' Christian theologies are attributed to apocalyptic had better be reserved. 

Because a t  first sight, theological thoughts during the period of the New Testament 

should be observed in their varieties. 

E. Kasemann asserts in a short excursus of his thesis that the gospel history 

is  a fruit of post-Easter apocalyptic. Comparing apocalypticism with the thought 

of an  evangelist Mark clarified by the method of ' Redaction Criticism,' it is 

confirmed that both have many points in common. Therefore apocalypticism seems 

to  have taken part in making up the ethos which leads to the formation of the 

gospels. E. ~ a s e m a n n ' s  proposition is appropriate to a certain extent as far as  i t  

is  concerned in this problem. 




