
Ⅰ
㍉
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
 
ム
ロ
 の
神
 

二
 ・
「
宗
教
経
験
の
諸
相
 

ヒ
 の
神
 

三
 、
「
根
本
的
経
験
論
」
と
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 

ヒ
 

四
 、
純
粋
経
験
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
 

神
 

五
 、
根
本
的
経
験
論
と
宗
教
 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
矛
盾
す
る
二
つ
の
視
点
 

か
ら
神
と
人
間
の
関
係
を
立
て
る
。
一
方
に
お
い
て
神
は
 

、
全
知
・
全
能
な
も
 

教
 
の
で
は
な
く
、
神
の
世
界
の
実
現
の
た
め
に
人
間
 

の
 助
力
を
必
要
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
人
間
の
意
志
的
 

活
 動
 が
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
・
 

"
"
"
 

刀
て
 

 
 

 
 

 
 

利
シ
 グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
ロ
 

と
 同
士
示
教
経
験
の
諸
相
 

L
 の
 前
書
に
見
出
さ
れ
る
が
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 

ヒ
 で
は
 -
 
明
 者
の
視
点
が
強
調
さ
れ
、
 

根
 

「
宗
教
経
験
の
諸
相
 

L
 で
は
、
後
者
が
強
調
さ
れ
て
い
る
 

。
こ
の
よ
う
に
全
く
異
っ
た
二
つ
の
観
点
か
ら
立
て
 

も
 れ
た
神
と
人
間
と
の
 

関
 

根
本
的
経
験
論
と
宗
教
 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
論
  
 

村
野
宣
男
 

1 て 1) 



る
 い
 

あ
る
 

 
 
 
 

、
つ
 

・
 
ヵ
 
こ
、
 

ス
ま
 

@
 

 
 は

 真
理
性
を
判
定
す
る
方
法
で
あ
り
、
観
念
の
真
理
性
 は
 、
そ
れ
が
も
た
ら
す
実
際
的
効
果
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
 る
 。
す
な
 む
 ち
 、
 

観
念
の
真
理
性
は
・
わ
れ
わ
れ
を
取
巻
く
世
界
の
問
題
 を
 、
い
か
に
よ
く
処
理
し
得
る
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
 の
で
あ
る
。
し
た
 

て
 プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
方
法
は
実
証
的
で
あ
り
・
 観
 念
の
検
証
化
貧
ミ
 ぃ
 
Ⅰ
 
ぃ
 
o
p
 
（
 
ざ
口
 ）
が
常
に
問
題
と
な
っ
て
 く
る
。
ジ
ェ
イ
 ム
 

、
「
例
え
ば
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
は
 
、
 常
に
個
物
に
か
か
 わ
る
点
で
唯
名
論
に
同
調
し
、
実
際
的
側
面
を
強
調
す
 
る
 点
で
功
利
主
義
 

ハ
 
2
 ）
 

言
葉
上
の
解
決
 や
 、
無
音
 ゅ
 味
な
疑
問
や
、
形
而
上
学
的
 抽
 象
 を
避
け
る
点
で
実
証
主
義
に
同
調
す
る
。
」
と
し
て
い
 

る
 。
し
か
し
、
 
ジ
 

（
 
l
l
 
）
 

概
念
の
実
際
的
効
果
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
を
 解
釈
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
」
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
 ム は
 、
観
念
の
妥
当
性
あ
 

(2)  2 

ぬ か に ズ わ 象 括 係 
    は は 『 れ を 的 を 

か 初 緒 、 プ る 包 視 包 
く 質 る ブ ラ 

  
か 指 点 描 
ら す を 的 

しかこ て精と ラグ クマ ・ 

、 神 の マ テ 

こ か な テ ィ 

に 埋 であ 立 ろ 門限 

る 場 本 解 
の 0 い 々 ズ   。 を 的 す よ 日 経 る 

う の 耐 ム し 指 験 新 
な よ 上 の に し 論 た 
概 ぅ 単 刀 お て 』 な 

念 な 的 法 げ お に 視 。 

る 0  球 ， 点 
に 対 協議に 念論関神 、 め を 

す は に し 観 
る 、 終 て 念 
調 い 正 次 を 

論 ず 符 の み 

は れ を よ る 
尽 も れ 3 所 
き 仕 っ に に 
な 界 こ 述   
い に と べ ン   

。 対 で て ェ 

こ し あ い ィ   
め て る る ム 
よ ち 。 。 ズ 

マ マ   
想た馨 

ぅ で か 

    
の 

  理 

を   
観 
し     

さ ゆ は   れ る   
る 経 こ 

れ 矢口 目 な ィ と 験 の 
の れ 白 し ん ぽ 、 現 包 



こ
の
よ
う
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
方
法
に
よ
っ
て
 

、
ジ
 エ
 イ
ム
ズ
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
観
念
を
真
と
し
て
い
 

る
か
を
み
た
い
。
 

ジ
 

教
ェ
イ
ム
ズ
は
、
形
而
上
学
的
 

神
 観
念
に
対
し
て
 
一
 応
の
意
味
を
認
め
る
。
例
え
ば
、
汎
神
論
的
ヴ
ェ
ー
ダ
 

 
 

"
'
"
 

刀
ド
 

 
 

緩
 
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
価
値
を
も
つ
宗
教
が
存
す
る
。
記
者
、
そ
し
て
私
は
そ
の
一
者
で
あ
る
。
」
と
い
う
 

 
 

 
 

（
 
ド
 
u
 
）
 

卸
 
つ
の
生
命
、
一
つ
の
真
理
、
一
つ
も
 

焚
 、
一
つ
の
 
原
理
、
一
つ
の
 

善
 、
一
つ
の
神
口
私
は
こ
れ
を
 
ク
リ
 ス
チ
ャ
ン
・
サ
ン
 

ェ
シ
 
ス
の
 

根
 
小
冊
子
 
よ
 り
引
用
し
た
の
で
あ
る
が
 う
 た
 が
い
も
な
く
こ
の
よ
う
な
信
仰
告
白
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
 

ッ
ク
 
に
い
っ
て
情
緒
的
価
値
 

3  (3) 

（
 
4
 ）
 

性
が
存
し
て
い
る
。
 

こ観赤 る念 し ジェ りで な う がす でなが 伺 い 0 ェ ィ 

ム
ズ
 の
い
 う
 功
利
主
義
は
 、
 単
に
世
俗
的
功
利
主
義
で
は
 な
く
、
実
証
主
義
も
論
理
実
証
主
義
的
な
意
味
に
解
 
さ
れ
て
は
な
ら
な
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
真
理
を
決
定
す
る
に
際
し
て
プ
ラ
グ
 マ
テ
ィ
ズ
 ム
 の
唯
一
の
検
証
方
法
は
 、
 何
が
最
上
に
わ
 れ
わ
れ
を
導
く
か
、
 

生
の
各
部
分
に
適
合
す
る
か
、
何
が
一
切
の
経
験
の
要
 求
 全
休
 と
 結
び
つ
く
か
で
あ
る
。
も
し
、
神
学
的
観
念
が
 以
上
の
要
求
を
充
 

ら
 ・
と
り
わ
け
神
の
概
念
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
判
明
 す
る
な
ら
、
ど
う
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
神
の
存
在
 を
 否
定
す
る
こ
と
 

き
よ
う
か
 0
 プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
 ッ
ク
 に
あ
の
よ
う
に
成
功
を
お
さ
め
た
観
念
を
 "
 真
で
な
 い
 ：
と
取
扱
 う
よ
 

（
Ⅰ
 
3
 
）
 

鮎
生
息
味
な
こ
と
は
し
な
い
。
」
と
し
て
、
宗
教
的
観
念
の
 
意
味
を
強
調
す
る
。
わ
れ
わ
れ
を
取
巻
く
世
界
は
 、
 単
に
 物
理
的
外
界
ば
か
 

な
く
、
内
面
的
精
神
の
諸
相
も
含
む
の
で
あ
り
、
こ
こ
 か
ら
道
徳
的
・
宗
教
的
領
域
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
 課
 題
 と
な
る
。
 
又
 、
 

イ
ム
ズ
の
い
 
う
 実
証
主
義
も
、
論
理
実
証
主
義
の
よ
 う
 に
 価
値
判
断
を
捨
象
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
実
際
的
効
 果 」
と
い
う
語
が
 

て
い
る
よ
さ
に
、
観
念
が
わ
れ
わ
れ
の
生
に
も
た
ら
す
 と
こ
ろ
の
価
値
的
意
味
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
プ
ラ
グ
 マ
テ
ィ
ズ
 ム
 は
 、
 

の
 真
理
性
を
わ
れ
わ
れ
の
生
を
軸
と
し
て
論
ず
る
の
で
あ
 る
が
、
生
は
多
面
性
を
も
ち
流
動
的
で
、
一
義
的
に
は
 規
定
さ
れ
な
い
と
 

よ
り
・
一
つ
の
観
念
の
真
理
性
が
一
義
的
に
決
定
さ
れ
 な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
 ム
 の
真
理
 観
の
特
徴
と
困
難
 



  

て
お
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
 
神
 自
身
は
 、
簡
 単
に
い
 う
と
 、
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
か
ら
力
強
さ
と
押
目
 身
の
存
在
の
増
大
を
獲
 

得
す
る
。
私
自
身
と
し
て
は
、
こ
の
世
の
汗
と
血
の
悲
 劇
は
 、
こ
の
考
え
を
前
提
と
し
な
い
限
り
何
を
意
味
し
て
 い
る
か
理
解
す
る
こ
と
 

が
で
き
な
い
。
も
し
、
こ
の
生
活
が
成
功
に
よ
っ
て
 何
 も
の
か
が
獲
得
さ
れ
る
真
の
闘
争
で
な
い
な
ら
、
す
ぐ
 席
 を
立
ぅ
て
 構
わ
な
い
 素
 

八
割
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
・
こ
の
生
活
は
 真
の
闘
い
の
よ
う
に
思
え
る
。
あ
た
か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
 理
想
と
信
仰
を
も
っ
て
 

わ
れ
わ
れ
の
精
神
か
ら
生
命
を
奪
 う
 こ
と
を
強
調
す
る
 
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
真
な
る
も
の
と
し
て
呈
示
す
 る
と
こ
ろ
の
神
は
次
の
 

よ
う
 に
語
る
。
「
私
は
・
そ
れ
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
に
 

関
 し
て
不
確
で
あ
る
世
界
、
す
な
わ
ち
・
そ
の
世
界
の
完
 成
は
単
に
条
件
付
き
で
 

-
 
托
 ）
 

あ
る
世
界
を
作
ろ
 う
 と
思
 う
 。
そ
の
条
件
と
は
、
そ
れ
ぞ
 れ
の
人
が
そ
れ
自
身
の
べ
ス
ト
を
 尽
 す
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
」
「
信
ず
る
意
志
」
 

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
最
上
に
し
て
最
良
の
 
応
答
を
も
っ
て
神
の
創
造
の
業
に
協
同
す
る
こ
と
が
、
 神
 が
わ
れ
わ
れ
に
望
ん
 

で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
神
を
瀧
げ
に
思
索
し
尽
し
て
 し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
又
、
神
を
理
論
的
に
解
消
し
 て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
 

（
・
 

i
 
，
 
）
 

く
 、
こ
の
 ょ
う
 に
神
の
目
的
に
協
同
す
る
こ
と
に
、
 

わ
 れ
わ
れ
の
運
命
の
真
の
意
味
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
」
 

ナ
 
」
 の
よ
う
な
全
能
で
な
い
 

神
 ・
人
間
の
意
志
的
助
力
を
要
求
す
る
神
が
、
ジ
ェ
イ
 ム
ズ
の
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
 神
 な
の
で
あ
る
 
0
 

（
は
）
 

ン
エ
 イ
ム
ズ
は
、
ヴ
ェ
ー
タ
ン
タ
哲
学
の
よ
う
な
観
念
 を
 
「
 軟
 か
い
型
の
思
考
」
の
も
の
と
し
て
、
病
め
る
魂
は
 こ
の
よ
う
な
観
念
を
 

（
Ⅱ
 
W
 
）
 

必
要
と
す
る
と
い
う
。
一
方
、
人
間
と
協
同
作
業
を
行
 ぅ
 神
の
観
念
は
、
「
硬
い
型
の
思
考
」
に
よ
る
。
ジ
ェ
イ
 ム
ズ
 に
と
っ
て
は
、
「
 軟
 

い
 型
の
思
考
」
は
受
け
入
れ
難
く
、
「
世
界
は
と
も
か
く
 全
体
的
に
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
観
念
は
、
あ
ま
り
に
 も
 甘
く
耐
え
難
い
も
の
 

で
は
あ
る
ま
い
が
。
」
と
す
る
。
世
界
に
あ
る
程
度
の
困
 

-
4
 
）
 

難
 が
存
在
す
る
方
が
、
わ
れ
わ
れ
の
活
力
を
刺
激
す
る
 と
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
考
え
 

ハ
山
し
し
 

無
関
心
主
義
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
論
す
る
も
の
 は
 、
こ
の
方
法
を
精
神
的
阿
片
に
た
と
え
る
。
」
と
し
て
 、
こ
の
よ
う
な
観
念
が
 

 
 

念
は
精
神
的
休
暇
を
与
え
る
こ
と
を
認
め
る
。
（
 

8
 レ
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
よ
う
な
相
観
念
に
対
し
て
「
こ
れ
 は
 有
名
な
静
寂
主
義
と
の
 

 
 

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
 

7
 ）
。
」
と
述
べ
る
。
ジ
ェ
イ
 

ム
 ズ
は
 、
意
志
的
活
動
に
疲
れ
果
て
、
挫
折
し
た
人
間
に
 

と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
 
観
 
4
 



記
 
イ
ム
ズ
は
 コ
 宗
教
経
験
の
諸
相
口
に
お
い
て
、
 宗
 教

の
生
き
た
姿
は
観
念
の
中
で
は
な
く
宗
教
的
感
情
の
中
 に

あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
 

織
 
述
べ
る
。
「
私
は
、
 感
清
 
が
宗
教
の
淵
源
で
あ
り
、
・
 

・
・
（
 

，
 
9
 
l
 ）
 

哲
学
的
・
神
学
的
図
式
は
、
原
文
を
他
の
言
葉
に
翻
訳
 す

る
と
同
じ
よ
う
に
二
次
的
 

 
 
 
 

祁
な
 産物
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
」
こ
こ
に
、
プ
ラ
 グ

 マ
テ
ィ
ッ
ク
な
 神
 観
念
が
 、
 果
し
て
 
コ
 示
教
経
験
の
 諸

相
 ヒ
に
 述
べ
ら
れ
る
宗
教
（
 

根
 

経
験
と
接
合
し
得
る
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
「
 み
 
本
数
 経

験
の
諸
相
口
に
お
け
る
宗
教
経
験
の
分
析
を
み
る
こ
 
  

宗教 

ノ
ッ
ク
な
 神
 観
念
は
、
た
と
え
検
証
の
結
果
 真
 と
な
る
 可
 能

 性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
哲
学
的
概
念
に
過
ぎ
 な

い
と
い
え
る
。
ジ
ェ
 

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
相
観
念
を
過
剰
信
仰
と
し
て
世
界
に
か
か
 わ

ろ
 う
 と
す
る
。
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 
L
 で
は
、
 神
 は

あ
く
ま
で
も
観
念
と
 

し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
神
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
 有

効
な
る
生
き
た
も
の
と
な
る
か
は
い
ま
だ
知
ら
れ
て
 い

な
い
。
フ
ラ
グ
 
マ
テ
 

-
8
 

l
 ）
 

ヘ
 
7
 
Ⅰ
 ）
 

信
仰
あ
る
い
は
信
仰
へ
の
冒
険
は
、
事
実
上
、
証
拠
を
 も

た
ら
す
の
に
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
 ジ
 エ
 イ
ム
ズ
は
、
プ
ラ
グ
 

「
 生
 」
の
 基
 

ジ
ェ
イ
ム
 

能
 性
を
持
つ
 

な
神
 観
念
を
 

げ
る
。
何
故
 調

は
 、
「
硬
い
型
の
思
考
」
に
同
調
す
る
も
の
で
あ
り
・
 

こ
こ
か
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
相
観
念
が
成
立
す
る
 の

で
あ
る
。
 

ス
は
 以
上
の
よ
う
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
 神
 観
念
を
呈
 示

す
る
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
こ
の
神
観
念
は
真
 と

な
る
 可
 

も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
経
験
の
中
で
 検

証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ェ
 ィ
 ム
ズ
は
プ
ラ
グ
 
マ
 テ

ィ
ッ
ク
 

検
証
以
前
に
真
と
す
る
こ
と
は
独
断
で
あ
る
と
し
て
 次
 の

よ
う
に
述
べ
る
 
0
 「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
独
断
的
な
 

答
え
を
 避
 

な
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
の
宗
教
が
長
い
目
で
見
て
最
も
 よ

 く
働
く
か
を
ま
だ
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
種
 々

の
過
剰
 

（
 
埼
 
@
 ）
 

傾
向
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
プ
ラ
グ
 マ

テ
ィ
ズ
 ム
 で
は
・
人
間
の
「
 生
 」
に
有
効
な
観
念
が
 

真
 と
さ
れ
る
が
、
そ
の
 

る
と
し
て
、
 

人
間
に
は
、
 

「
 ，
 
」
 れ
は
 ・
実
際
的
な
こ
と
を
行
 う
 上
に
お
い
て
、
勇
気
 と

 よ
 ぶ
も
の
と
同
じ
精
神
的
特
質
で
あ
る
。
そ
し
て
 活
 力
 
の
あ
る
 

危
険
が
世
俗
的
活
動
に
刺
激
を
与
え
る
 よ
う
 に
、
哲
学
 的

 信
条
に
お
け
る
あ
る
種
の
不
確
か
さ
を
享
受
す
る
非
常
 に

一
般
的
 

救
わ
れ
る
必
要
の
あ
る
真
に
粗
野
な
る
も
の
が
こ
の
 宇
 宙

 に
存
在
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
：
・
こ
の
よ
 

う
 に

 半
分
粗
野
で
、
半
分
 

（
 
巧
 ）
 

救
わ
れ
て
い
る
宇
宙
が
、
わ
れ
わ
れ
の
性
質
に
適
合
し
 て

い
る
の
で
あ
る
。
」
 
又
 、
信
仰
と
は
、
不
確
か
な
こ
と
 を

 
引
受
け
 ろ
 こ
と
で
あ
 



 
 

一
 
"
 一
 

コ
 示
教
経
験
の
諸
相
口
で
は
、
具
体
的
デ
ー
タ
ー
に
基
づ
 き
、
宗
教
経
験
の
有
様
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
 ，
 
」
の
分
析
に
お
け
る
 

神
と
自
我
の
関
係
を
み
る
と
き
、
神
は
人
間
の
自
我
に
 対
し
て
常
に
優
越
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
・
人
間
は
自
 我
を
放
棄
し
 、
 神
に
 服
 

従
 す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
神
は
人
間
 に
 慰
め
を
与
え
・
勇
気
づ
け
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
る
も
 の
で
あ
り
、
自
己
自
身
 

の
 完
成
の
た
め
に
人
間
の
助
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
 な
い
。
人
間
は
 、
 常
に
そ
の
意
志
を
神
の
前
に
放
棄
し
 、
 神
に
服
従
す
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
は
・
宗
教
経
験
を
回
心
の
結
果
に
お
け
る
 神
 秘
 的
経
験
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
回
心
に
至
る
過
程
に
 お
い
て
は
、
 
意
 亡
心
的
 

努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
（
 

o
 
2
 
 

）
 

回
心
そ
の
も
の
は
、
自
己
 放

棄
（
の
 四
 h
.
 

の
 目
 お
臣
 縛
 ）
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
し
 て
 次
の
よ
う
に
述
べ
ら
 

れ
る
。
「
最
も
随
意
的
に
形
成
さ
れ
た
再
生
の
種
類
に
お
 い
て
も
、
部
分
的
な
自
己
放
棄
の
過
程
が
さ
し
挟
ま
れ
 て
い
る
。
そ
し
て
、
 
ほ
 

と
ん
ど
の
場
合
、
意
志
が
熱
望
さ
れ
て
い
る
完
全
な
統
 ム
 
ロ
 へ
と
接
近
す
べ
く
最
大
の
努
力
を
し
た
と
き
に
、
最
後
 0
 段
階
は
他
の
 力
 に
残
 

（
何
 

れ
 
）
 

さ
れ
て
お
り
、
意
志
の
助
力
な
し
に
行
わ
ぬ
 ぱ
 な
ら
な
い
 2
3
 に
思
わ
れ
る
。
い
い
 換
 れ
ば
、
自
己
放
棄
が
不
可
 欠
 な
も
の
に
な
る
。
」
 自
 

己
 放
棄
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
宗
教
経
験
そ
の
も
の
に
 お
い
て
・
自
我
の
意
志
的
活
動
は
存
在
し
得
な
い
。
回
心
 の
 結
果
に
お
け
る
神
秘
 

的
 状
態
の
特
徴
と
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
 
一
 
@
m
 
い
カ
 の
 支
 配
 」
と
「
受
動
性
」
（
 

3
 
2
 

）
 を
挙
げ
て
い
る
が
、
自
我
は
宗
教
 的
 対
象
の
下
に
支
配
さ
 

（
㌍
）
 

れ
 服
従
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
高
 い
カ
 の
支
配
に
 よ
り
人
間
は
次
の
よ
う
な
恩
恵
を
受
け
る
。
「
そ
の
中
心
 的
な
も
の
は
、
悩
み
の
 

消
失
で
あ
り
、
全
て
は
究
極
的
に
良
し
と
さ
れ
る
感
覚
、
 す
な
わ
ち
平
安
と
調
和
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
い
 外
 的
な
状
態
が
同
じ
で
あ
 

を
 検
討
し
た
い
。
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根本的経験論と 宗教 
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ろ と ば 身 具 ぅ 性 相 わ 通 区 れ わ 駕 義 か 的   

特 待 

  
  の 主 

  
" 等 （ 

  的伝 れ しと経験 も す 

  
  

約 、 免 書 を 

束、 か 幼 年   われ げたとか と合 者と 一見 とは 全て 的態 えま @ 

7 て 7) 

 
 

ろ
 う
 と
も
、
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
。
」
す
な
わ
 
ち
 、
人
間
は
安
ら
ぎ
を
与
え
ら
れ
生
き
る
力
を
得
る
。
 



「
根
本
的
経
験
論
」
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
死
後
。
一
九
一
 

二
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
 

「
心
理
学
原
論
 口
 （
ご
て
㍉
「
～
さ
 

い
 ～
も
～
羽
東
㍉
 
め
セ
ぃ
オ
 

も
～
 
0
 
呵
臣
 
）
に
す
で
に
根
本
的
経
験
論
の
繭
 芽
 が
み
ら
れ
、
 

（
㌍
）
 

点
か
ら
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
「
心
理
学
原
論
 ヒに
 お
 げ
る
方
法
の
独
自
性
は
、
あ
く
ま
で
も
経
験
 

観
点
か
ら
人
間
の
精
神
現
象
の
選
択
性
お
よ
び
目
的
性
 が
 主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
心
理
学
原
論
」
 

し
 、
一
八
九
 0
 年
に
著
さ
れ
た
 

こ
の
書
は
最
近
、
現
象
的
学
視
 

に
 忠
実
で
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
 

に
は
、
い
ま
だ
精
神
と
物
質
、
 

一 一 一 

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
働
き
か
け
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
 ム
ズ
 は
、
こ
の
神
観
念
に
お
い
て
古
本
教
経
験
に
基
づ
く
 

宗
教
的
生
き
方
と
意
志
 

的
 ・
道
徳
的
生
き
方
の
双
方
の
調
停
を
計
ろ
 う
 と
し
た
 と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
・
こ
の
調
停
は
失
敗
に
終
り
 ・
事
実
上
プ
ラ
グ
 マ
テ
 

ッ
ク
 な
 神
 観
念
は
道
徳
的
色
彩
が
濃
い
も
の
と
な
っ
て
 い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
こ
の
試
み
に
疑
念
を
懐
い
 
て
お
り
、
「
私
は
、
こ
こ
 

で
 公
式
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
話
す
こ
と
は
で
き
 な
い
。
し
か
し
私
が
い
え
る
全
て
は
、
私
自
身
の
 ブ
 ラ
 グ
 マ
テ
ィ
ズ
 ム
 が
こ
の
 

（
㎝
）
 

よ
う
な
道
徳
的
見
解
を
と
り
・
全
体
的
な
和
解
を
放
棄
 す
る
こ
と
に
何
等
反
対
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
 

と
 述
べ
て
い
る
。
 

「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 
ヒ
と
 
ヱ
 %
 教
 経
験
の
諸
相
口
に
お
 げ
る
 神
 観
念
の
矛
盾
を
、
宗
教
経
験
の
中
に
こ
そ
宗
教
 の
 生
き
た
姿
が
あ
る
 

と
し
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
 神
 観
念
を
単
に
観
念
 的
な
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
 
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
 

で
、
こ
れ
ら
 
両
 書
の
立
場
を
包
括
す
る
新
た
な
視
点
を
 
「
根
本
的
経
験
論
口
の
中
に
求
め
て
み
た
い
。
プ
ラ
グ
 マ
 テ
ィ
ズ
 ム
 は
、
そ
の
内
 

容
 を
み
る
と
き
、
根
本
的
経
験
論
に
同
調
す
る
も
の
と
 解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
経
験
も
そ
の
淵
源
は
 、
 純
粋
経
験
の
中
に
あ
る
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
は
、
根
本
的
経
験
 論
の
下
に
体
系
的
な
宗
教
論
を
展
開
し
て
い
な
い
が
、
 ジ
 エ
 イ
ム
ズ
の
哲
学
と
宗
 

教
諭
 は
 、
こ
の
視
点
の
下
に
体
系
 づ
 げ
ら
れ
る
べ
く
 方
 向
づ
 げ
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
は
 、
意
識
的
経
験
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
 

実
体
的
な
意
味
で
の
区
別
で
は
な
い
と
し
て
、
意
識
的
経
 

験
の
背
後
に
存
在
す
る
 

主
 ・
 客
 未
分
の
純
粋
経
験
を
立
て
る
。
主
体
と
客
体
は
 

、
 純
粋
経
験
が
自
か
ら
意
識
的
経
験
の
場
に
移
行
す
る
こ
 

と
に
 よ
 り
は
じ
め
て
 
生
 

ず
る
機
能
的
存
在
で
あ
っ
て
実
体
的
な
も
の
で
は
な
い
。
 

純
粋
経
験
は
こ
こ
で
、
内
的
観
念
的
要
因
と
し
て
考
え
 

ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
 

（
 
5
 
3
 ）
 

な
く
、
あ
く
ま
で
二
元
論
的
実
体
を
超
越
し
た
存
在
で
 

あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

（
 
6
 
3
 ）
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
純
粋
経
験
は
、
生
命
の
直
接
的
流
れ
 

に
 与
え
た
と
こ
ろ
の
名
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
・
 

更
 に
 純
粋
経
験
の
性
格
 

を
 思
考
と
の
関
連
の
上
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
 

こ
の
直
接
的
生
命
が
支
障
な
く
進
行
し
て
い
る
場
合
、
 

純
粋
経
験
の
状
態
は
そ
 

の
ま
ま
持
続
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
直
接
的
生
命
は
 

、
自
 己
 充
足
的
で
は
な
く
、
自
己
の
意
識
化
の
過
程
を
通
し
て
 

、
自
己
を
調
整
せ
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
「
も
し
純
粋
経
験
が
常
に
完
全
で
あ
る
な
ら
 

ぱ
 、
そ
の
経
験
の
諸
項
を
分
離
し
た
り
、
言
語
化
す
る
 

必
要
は
生
じ
な
か
っ
た
 

 
 

・
純
粋
経
験
の
危
機
的
状
況
に
お
い
て
喚
起
さ
れ
る
 

磯
 能
 的
存
在
で
あ
る
。
「
物
質
的
 

 
 

対
比
さ
れ
る
よ
う
な
思
考
の
根
源
的
素
材
は
存
在
し
な
い
 

。
経
験
の
中
に
は
、
思
考
が
 

一
 
%
 

謹
 ㍍
 バ
鮒
 Ⅱ 
姥
 
%
 

弱
 
バ
 

 
 

  

 
 

根
 
か
の
経
験
の
傾
向
は
、
生
命
に
実
際
的
関
係
を
も
 

っ
て
い
る
な
ま
の
経
験
に
お
け
る
諸
要
素
が
、
そ
の
連
続
 

性
か
ら
分
析
さ
れ
言
語
化
さ
 9  (9) 

 
 

対
象
等
が
区
別
さ
れ
た
二
元
論
が
消
失
し
て
い
る
。
 

こ
 の
よ
う
な
 
主
 ・
客
の
区
 

主
観
と
客
観
等
の
 

で
あ
ろ
う
と
す
る
 

「
根
本
的
で
あ
る
 

直
接
経
験
さ
れ
る
 二

元
論
を
立
て
る
古
典
的
経
験
論
の
残
 津
 が
あ
り
、
論
理
 絢
一
貫
性
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
経
験
に
 忠
実
 

方
法
を
徹
底
的
に
推
進
し
た
の
が
「
根
本
的
経
験
論
 L
 で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
根
本
的
経
験
論
の
原
則
と
し
 て
、
 

た
め
に
は
、
経
験
論
は
。
そ
の
構
成
要
素
に
直
接
経
験
 さ
れ
な
い
も
の
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
そ
れ
 か
ら
 

（
㏄
）
 

も
の
を
除
外
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
る
 
0
 こ
の
 立
 場
は
徹
底
さ
れ
、
㍉
心
理
学
原
論
 
L
 に
お
い
て
い
ま
だ
 
存
 在
し
 



（
 
2
 
4
 ）
 

抹
 し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
純
粋
経
験
は
わ
れ
わ
 れ
に
知
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
純
粋
経
験
は
、
意
識
的
 認
識
の
観
点
か
ら
は
 濠
 

ヱ
 イ
ム
ズ
は
「
直
接
的
に
知
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
 直
観
的
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
心
の
内
容
と
対
象
が
 同
一
で
あ
る
こ
と
を
 意
 

（
 
9
 
3
 ）
 

れ
 関
連
 づ
 げ
ら
れ
る
程
度
に
応
じ
て
軽
減
さ
れ
る
の
で
 あ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
。
純
粋
経
験
は
、
思
考
の
段
階
で
 カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
、
 

思
考
は
状
況
を
認
識
す
る
。
認
識
に
基
づ
く
行
動
の
過
 程
を
経
て
、
危
機
的
状
況
が
消
失
す
る
に
伴
い
、
再
び
 、
 意
識
さ
れ
な
い
経
験
、
 

す
な
わ
ち
純
粋
経
験
の
状
態
が
取
戻
さ
れ
る
。
こ
の
 ょ
 5
 
に
純
粋
経
験
の
性
格
と
思
考
の
役
割
が
規
定
さ
れ
て
い
 る
の
で
あ
る
。
 

以
上
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 日
 根
本
的
経
験
論
 L
 
の
概
要
で
 あ
る
が
、
反
省
的
意
識
の
前
段
階
と
し
て
の
純
粋
経
験
と
 は
 、
具
体
的
に
は
い
 

か
な
 ス
リ
 
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
 ス
 り
か
を
 付
 舌
口
 
L
 し
て
い
ん
こ
 う
 。
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
る
経
験
は
全
て
意
識
的
経
験
で
 あ
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
 

経
験
は
形
而
上
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ジ
ェ
 ィ
 ム
ズ
 
が
 具
体
的
に
純
粋
経
験
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
 よ
 る
 と
 次
の
通
り
で
あ
る
。
 

「
自
分
自
身
を
こ
の
論
文
を
読
む
と
い
う
行
為
の
中
に
 
捉
 え
て
み
よ
。
さ
て
、
こ
の
論
文
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
 純
粋
経
験
で
あ
り
、
 
=
@
 

 
 

 
 

い
操
 れ
ば
、
現
象
、
デ
ー
タ
、
単
な
る
そ
れ
③
 
ョ
の
 （
 の
 手
簿
（
）
あ
る
い
は
事
実
の
内
容
で
あ
る
 
0
 読
む
と
い
う
 こ
と
が
単
に
存
在
し
そ
 

 
 こ

に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
何
も
の
か
の
意
識
が
あ
る
 か
 ・
あ
る
い
は
物
理
的
性
質
が
あ
る
か
は
、
い
ま
だ
 問
 わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
 

瞬
間
に
お
い
て
は
・
そ
れ
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
後
 に
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
は
双
方
の
た
め
に
そ
こ
 に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
 

（
 
0
 
4
 ）
 

を
 判
断
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
読
む
こ
と
が
単
に
存
在
し
 

て
そ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
直
接
的
生
命
の
流
れ
が
純
粋
 経
 験
 で
あ
る
。
し
か
し
、
 

そ
れ
を
認
識
す
る
段
階
に
進
め
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
 純
 粋
 経
験
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
意
味
で
純
粋
経
験
は
意
識
 の
濠
 味
な
状
態
に
対
比
 

さ
れ
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
単
に
生
れ
た
ば
か
り
の
 幼児
、
又
は
眠
り
・
麻
薬
・
 

病
 、
打
撲
に
よ
り
半
睡
 状
 態
 に
な
り
て
い
る
人
は
 、
 

 
 

い
ま
だ
明
確
な
何
（
 毛
ゴ
 a
t
 
）
に
な
っ
て
い
な
い
そ
れ
（
 （
 
ゴ
曲
 （
）
と
い
う
文
字
通
り
の
意
味
で
の
純
粋
 

総
験
 を
も
っ
 
て
い
る
と
想
定
さ
れ
 

（
・
 

4
 
，
 
）
 

る
 。
」
対
象
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
る
 こ
と
に
解
せ
ば
、
純
粋
経
験
は
形
而
上
学
的
存
在
で
あ
 る
 。
し
か
し
・
 

ヵ
テ
ゴ
 

 
 

リ
 ー
 化
を
は
み
だ
し
た
生
命
の
流
れ
を
直
観
す
る
こ
と
 も
 知
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
経
験
は
形
而
上
的
 な
も
の
で
は
な
い
。
 
ジ
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根
 

 
 

直
接
的
生
命
の
流
れ
た
る
純
粋
経
験
は
、
プ
ラ
グ
 マ
テ
 イ
ズ
ム
に
お
け
る
観
念
が
そ
こ
か
ら
出
て
そ
こ
に
還
る
と
 こ
ろ
の
わ
れ
わ
れ
の
 

 
 

滑
 に
す
る
機
能
的
存
在
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

0
 観
念
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 

織
側
 に
よ
れ
ば
、
森
の
中
で
道
に
迷
っ
た
よ
う
な
 

調
 相
酌
生
の
破
れ
目
に
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
観
念
の
 

正
当
性
は
わ
れ
わ
れ
の
上
に
 

和
 
よ
っ
て
 
又
 、
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

1 ( ⅠⅠ ) 

き教 

い
 う
 論
文
に
お
い
て
は
、
あ
る
観
念
が
世
界
と
の
対
応
 

に
お
い
て
埋
に
適
っ
て
い
る
・
つ
ま
り
ム
ロ
 

理
的
 （
 
h
p
d
 

ざ
コ
 
ニ
 ）
で
あ
る
た
め
の
 
基
 

 
 

い
 う
 主
観
的
徴
候
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
プ
ラ
グ
 

マ
テ
 イ
ズ
ム
に
は
、
非
概
念
 

。
」
（
 

る
 3
 
4
 
 

）
 こ
の
よ
う
に
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
検
証
過
程
 

は
 主
観
的
で
あ
る
。
「
信
ず
る
意
志
 

ヒ
に
 収
め
ら
れ
て
い
 
る
 「
合
理
性
の
情
緒
と
 

展
 的
で
調
和
的
で
満
足
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
や
 っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
調
和
す
る
と
こ
ろ
の
導
き
が
 観
念
の
検
証
を
意
味
す
 

わ
れ
が
持
っ
て
い
た
観
念
と
一
致
関
係
に
あ
る
と
わ
れ
 わ
れ
が
感
ず
る
他
の
経
験
の
部
分
に
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
 行
く
の
で
あ
る
こ
 

の
よ
う
な
感
覚
は
わ
れ
わ
れ
の
能
力
の
中
に
存
在
し
て
い
 る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
連
続
性
と
移
行
性
は
 、
一
 点
か
ら
一
点
へ
と
・
 発
 

わ
れ
を
導
い
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
観
念
 は
そ
れ
が
生
み
だ
す
と
こ
ろ
の
行
為
あ
る
い
は
別
の
観
念
 を
 通
じ
て
、
最
初
わ
れ
 

う
 な
価
値
判
断
を
捨
象
し
た
も
の
で
は
な
く
、
観
念
が
 わ
れ
わ
れ
の
上
に
と
っ
て
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
を
 問
う
 為
 の
も
の
で
あ
る
 0
 観
 

念
の
真
理
性
は
、
い
わ
ば
観
念
化
さ
れ
て
い
な
い
生
に
 照
し
 合
わ
さ
れ
、
そ
の
観
念
が
わ
れ
わ
れ
の
生
を
如
何
に
 効
果
的
に
導
く
か
、
 換
 

書
 す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
い
か
に
調
和
す
る
か
に
 よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
 る
 。
「
観
念
は
・
わ
れ
 

観
念
の
真
理
性
が
問
わ
れ
、
そ
の
真
理
性
は
検
証
化
に
 よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
検
証
化
は
論
理
実
 証
 主
義
が
意
味
す
る
 ょ
 

こ
こ
で
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
が
根
本
的
経
験
論
 に
 同
調
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
プ
ラ
 グ
 マ
テ
ィ
ズ
 ム
 で
は
 

あ
り
こ
れ
よ
り
意
識
的
経
験
界
の
全
て
が
生
ず
る
の
で
 あ
る
。
 

味
な
状
態
と
は
い
え
、
直
観
に
と
っ
て
は
確
か
な
存
在
 と
 思
え
る
。
こ
の
生
命
の
流
れ
と
し
て
の
純
粋
経
験
は
あ
 ら
ゆ
る
も
の
の
根
源
で
 



  

四
 

以
上
の
よ
う
に
根
本
的
経
験
論
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 の
 関
係
を
み
る
と
 き
 、
純
粋
経
験
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
 な
 神
と
の
間
に
相
応
 

関
係
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 プ
 ラ
グ
 マ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
は
、
「
私
は
、
そ
れ
が
救
済
さ
 れ
る
こ
と
に
関
し
て
 不
 

確
 で
あ
る
世
界
、
す
な
 ね
 ち
、
そ
の
世
界
の
完
成
は
単
 に
 条
件
付
き
で
あ
る
世
界
を
作
ろ
 3
 と
思
 う
 。
そ
の
条
件
 と
は
 ・
そ
れ
ぞ
れ
の
 人
 

が
そ
れ
自
身
の
べ
ス
ト
を
 尽
 す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
 
と
 語
る
神
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
は
 
、
 自
己
充
足
的
で
は
な
く
 

人
間
の
意
志
的
助
力
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
 し
 、
人
間
の
意
志
的
助
力
が
存
在
す
る
限
り
世
界
の
完
成
 を
 約
束
す
る
と
い
う
こ
 

と
は
、
神
が
人
間
の
活
動
を
導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 立
 
思
抹
 す
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
の
非
充
足
性
は
。
 純
粋
経
験
の
非
充
足
性
 

に
 対
応
し
、
神
が
人
間
活
動
を
導
く
側
面
は
、
純
粋
 経
 験
の
展
開
 相
 で
あ
る
自
我
活
動
が
 、
 同
じ
く
展
開
 相
 で
あ
 る
 世
界
に
よ
っ
て
導
か
 

れ
る
こ
と
に
対
応
す
る
と
す
る
な
ら
、
純
粋
経
験
は
そ
 れ
 自
体
 神
 で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
純
粋
 経
験
が
自
か
ら
を
自
我
 

と
 世
界
に
展
開
す
る
 2
3
 に
 、
 神
は
。
自
か
ら
を
人
間
 の
 自
我
活
動
と
世
界
へ
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
 マ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
は
 
、
 

観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
経
験
そ
の
も
の
で
あ
 り
、
 神
と
人
間
と
世
界
と
の
関
係
は
、
純
粋
経
験
と
し
て
 の
神
の
展
開
 相
 に
お
い
 

て
 成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

と
役
割
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
 ム
ヒ
 と
「
根
本
的
経
験
論
」
は
こ
の
よ
う
に
調
和
的
に
 対
応
す
る
の
で
あ
り
、
 

相
補
的
に
み
る
こ
と
に
よ
り
双
方
を
よ
り
よ
く
理
解
す
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 

己
 充
足
で
な
い
こ
と
よ
り
、
機
能
的
存
在
た
る
思
考
が
喚
 起
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 に

お
け
る
観
念
の
発
生
め
 

 
 

生
で
あ
る
。
純
粋
経
験
が
自
己
充
足
的
で
な
 い
 
こ
と
は
、
 

わ
れ
わ
れ
の
生
が
自
己
充
足
的
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
 い
る
。
純
粋
経
験
が
自
 

 
 

 
 



根本的経験論と 宗教 

る る 仕 れ ぅ は い 訃こ て い で れ で れ こ 間 ジェ ィ 。 こと 上を 創 は グて つき 部分 なも 一 の @iW た る 。 は次 の自 なく れ れ を ろ は と イムズ タリ 否 を 待っ 追約 ティ り表 が 粉 のま @ 、 い部分 とえそ そして のよ う 我 活動 汝 であ れの 宗 みたい 根本   
に 例 に   

テ ろ も わ の 。 、 

で あ だ 語 る ば そ 活 か 、 な 

  

  イ が、 （ 

間者 のえと 象 る 0 で、 

  
、 全 の 従 

な 都 て     
13@ (13) 



(14) 

は め る が れ 
  て ・     る プ 

何 は 人 ね 。 ラ 

尊 な 間 れ し グ       五 

せ こ 我 を     
も の が 取 フ ス   

力こ よ ネ中 老妻 ラ ム 

な う と く グ の 
く な 接 せ マ 構 
な 神 統 界 テ 造 
る な す と ィ は し 立 る 

挫 て と て ク 根 
折 る 白 話 な 本 
し 宗 覚 り 神 約 
た 教 さ か 観 経 
入 観 れ げ で 験 
間 は る わ は 論 
は " 場 れ " と 

、 入 合 わ あ 同 
世 間 に れ く 調 
界 の お を ま す 
を 生 い 導 で る 
単 が て く も も 

に 活 も と 人 の 

困 動 、 し 間 で 

難 的 自 て の あ 
な で 我 も 自 り 

叫プモ あ と 、 棚ヲ寺   
呪 る 神 そ 活 プ 
と 限 は こ 動 ぅ 

  さ ッ 

・ の あ の ね ク 

神 で り 意 て な 

の 前 あ ろ 神約るは 、 志い 神 
ほ う の 活 。 糸屯 

自 が 前 動 純 粋 己 に が 粋 経 
を 挫 放 前 経 験 
投 打 栗 提 験 と 

げ し さ と と し 
出 た れ さ し て 
し 場 て れ て 理 

、 合 い て の 解 
休 に る い 神 さ 

プ の も か も 同 已 働 
ラ 前 の に 、 時 の き 
グ に で か 世 に 自 か 

マ あ あ か 罪 人 己 げ 
テ る る っ は 間 自 を 

ィ ・ 白 な て 人 の 身 示 
ッ 我 ら い 間 自 に す 

ク の ば る に 己 村 と 

な 包   。 ょ 白 す 同 
神 指 神 こ っ 身 る 時 
観 性 的 の て に 関 に 

の に 世 人 意 対 係   
理 他 界 間 味 す で 人 
解 な と の 行 る あ 間 
な ら 自 白 手 関 る と 

史 な 我 我 さ 係 。 神 
に い の が れ で 人 と 

採 。 開 学 制 あ 間 の 

め こ 係 に 造 る が 同 
る の も 現 さ   ロ - ー 
も よ 、 在 れ 人 己 性 
の う 白 の る 間 の を 
と な 我 挟 も は 内 表 
い 根 の い の 乞 田 明 
え 本 白 も と 括 に し 
る 的 我 の し 的 かて 

。 経 自 に て な り、 い 

駄 弁 限 あ 神 人、 る 
論 の 走 る 的 き、 。 
の 関 さ 似 世 な 、 同 
同 係 れ 上 界 か一 
一 と た 、 の の、 で   
哲 な も 世 前 を あ 

学 的。 るの界に見る でのあ 出も 
解 官 は 奔 り す の 
釈 教 な 展 そ 関 の 
は の く は れ 係 諸 
" 前 " 人 に は 項 

神 に 本 間 よ 、 の 

と あ 質 の っ 人 間 
入 る 約 百 て 間 の 
間 世 に 我 尊 と 関 
の 界 は が か 神 保 
協 の 神 如 れ と は 
同 包 と 阿 る の   
関 括 何 に 関 関 あ 

くまで 係を立 性は 、 列なる 拡大さ 係を 係であ 

て 自 広 れ み る も 

る 裁 い る て と 自 

（
 
S
 
4
 ）
 

狂
喜
し
て
い
る
 0
 」
こ
の
よ
う
な
同
一
哲
学
的
解
釈
は
 、
 神
の
世
界
と
し
て
の
人
間
へ
の
働
き
か
け
、
あ
る
い
は
 人
 間
の
自
我
の
内
面
へ
の
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て
は
じ
め
て
充
足
さ
れ
る
と
の
考
え
は
、
プ
ラ
グ
 

マ
テ
 ノ
ッ
ク
な
思
考
 
法
 に
偏
し
た
も
の
と
い
え
る
。
神
の
前
に
 

自
我
を
放
棄
す
る
宗
教
 

経
験
を
考
え
る
時
、
純
粋
経
験
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
 

な
規
定
性
は
妥
当
性
を
欠
く
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
 

ッ
ク
 
な
展
開
は
 
、
 

経
験
の
一
つ
の
展
開
様
式
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
 

何
 故
に
「
フ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
ロ
と
「
宗
教
経
験
の
諸
相
口
 

に
お
け
る
矛
盾
し
た
 

二
 

つ
め
 
経
験
様
式
が
そ
れ
等
の
根
源
を
純
粋
経
験
の
中
に
置
 

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
命
の
流
れ
と
し
 

て
の
純
粋
経
験
は
 

、
論
 

教
理
を
超
え
た
次
元
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
 

経
 験
は
 、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
と
い
う
径
路
と
・
 

コ
 ホ
教
経
験
の
諸
相
口
の
神
と
し
 

 
 

 
 

 
 

利
 
い
。
も
し
こ
の
 
ょ
う
 に
考
え
る
な
ら
ば
、
純
粋
 

経
 験
は
 プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
方
向
に
性
格
 

づ
 げ
ら
れ
て
し
 
ま
う
 か
ら
で
あ
る
。
現
象
 

界
 

根
 

と
 純
粋
経
験
と
の
関
係
は
、
あ
ら
ゆ
る
論
理
を
超
え
た
 

も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
経
験
に
 

お
い
て
は
、
 
神
 ・
人
間
 15@ (15) 

息
と
 助
力
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
 コ
 小
数
 経
 験
の
諸
相
口
の
神
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

日
 プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
ロ
と
 
日
 根
本
的
経
験
論
白
に
よ
る
 と
 、
純
粋
経
験
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
と
し
て
 理
 解
さ
れ
る
が
、
純
粋
 

経
験
は
、
「
宗
教
経
験
の
諸
相
」
の
神
を
も
包
摂
す
る
も
 の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
 0
 何
 故
 な
ら
ば
、
全
て
の
 経
 

験
的
 現
象
は
純
粋
経
験
よ
り
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
 神
秘
的
宗
教
経
験
も
当
然
純
粋
経
験
を
根
源
と
す
る
も
 の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 純
 

粋
 経
験
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
展
開
様
式
は
、
純
粋
 経
験
の
一
つ
の
様
式
に
過
ぎ
な
く
、
全
て
で
は
な
い
と
 考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
 

る
 。
純
粋
経
験
は
、
「
宗
教
経
験
の
諸
相
口
の
神
と
し
て
 も
 展
開
し
得
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
 

シ
ェ
ア
Ⅲ
 
ム
ズ
ぶ
か
 
同
根
 

本
 的
経
験
論
」
の
中
で
行
っ
た
純
粋
経
験
そ
れ
自
体
の
 プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
 づ
 げ
を
考
え
直
さ
ね
ば
な
 ら
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 

は
 、
純
粋
経
験
を
「
直
接
的
生
命
の
流
れ
」
と
し
て
、
 あ
 ら
ゆ
る
意
識
的
経
験
の
背
後
に
あ
る
無
規
定
な
も
の
と
 し
た
 0
 こ
の
見
解
は
妥
 

当
 な
も
の
と
受
け
と
ら
れ
る
に
し
て
も
、
純
粋
経
験
を
 非
充
足
的
な
も
の
と
し
て
，
そ
の
展
開
 相
 に
お
け
る
人
間
 の
 意
志
的
活
動
を
侯
 っ
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正
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子
大
学
短
期
大
学
部
研
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紀
要
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一
五
集
、
一
九
 セ
一
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参
照
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5
 ）
 憶
ぺ
 
Q
 帽
ま
駐
 
㌻
 ま
，
や
 
・
）
 
0
 の
 

・
世
界
は
根
源
的
に
同
一
で
あ
る
と
も
、
同
一
で
な
い
と
 も
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
生
命
に
有
効
で
あ
る
も
の
を
全
て
取
 り
 入
れ
る
態
度
を
と
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
一
方
に
お
 い
て
宗
教
を
倫
理
的
 

生
活
お
よ
び
自
我
の
意
志
的
活
動
と
切
り
離
す
こ
と
が
 で
き
な
か
っ
た
 
0
 こ
こ
か
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
 観
 が
生
れ
、
こ
の
宗
教
 

親
 は
こ
の
意
味
で
生
命
に
有
効
で
あ
っ
た
。
し
か
し
 他
 方
 、
挫
折
し
た
人
間
に
と
っ
て
宗
教
は
さ
ら
に
強
く
要
請
 さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 

こ
こ
か
ら
口
小
数
経
験
の
諸
相
口
の
神
が
立
て
ら
れ
る
の
 で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
神
は
、
そ
の
性
格
を
論
理
的
 に
 分
析
す
れ
ば
、
両
立
 

し
 得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
は
、
論
理
を
超
 ，
 
え
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
生
の
中
に
は
共
存
し
得
た
の
で
は
あ
 る
ま
い
か
。
ジ
ェ
イ
 ム
 

ス
は
 、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
神
を
立
て
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
 神
 が
立
て
ら
れ
る
根
源
で
あ
る
生
命
の
流
れ
た
る
純
粋
 経
験
を
見
て
い
た
の
で
 

は
な
い
か
 0
 高
木
き
よ
子
良
 は
、
 ㍉
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
 
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
口
の
中
で
、
コ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 宗
 教
 思
想
を
ふ
り
か
え
っ
 

て
み
る
と
・
純
粋
経
験
に
 よ
 る
宗
教
の
解
釈
・
分
析
よ
り
 も
 、
純
粋
経
験
の
思
想
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
、
宗
教
 思
想
と
し
て
ひ
と
つ
の
 

様
相
を
呈
し
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 シ
エ
イ
 ム
ズ
自
身
は
宗
教
と
考
え
な
か
っ
た
領
域
が
 、
 &
 小
 教 と
し
て
考
え
ら
れ
る
 

（
 
0
 
5
 ）
 

の
で
は
な
い
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
純
粋
経
験
の
思
 
想
 そ
の
も
の
の
中
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
観
が
包
括
 的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
 

あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
純
粋
経
験
に
基
づ
く
・
い
わ
 ぱ
 哲
学
的
宗
教
観
を
懐
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
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根本的経験論と 宗教 
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.
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シ
ラ
ー
の
思
想
に
沿
っ
た
雑
誌
 

ト
 
S
%
 
え
 。
 
を
 一
九
 
0
 三
年
に
発
刊
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四
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酸
屯
は
 、
罵
倒
 像
 が
鮮
 抑
 と
な
る
た
め
に
は
欠
か
 
す
こ
と
の
で
き
ぬ
 
篤
 胤
の
生
活
史
に
つ
い
て
の
資
料
蓄
積
 
0
 間
頭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
 

 
 

研
究
」
（
 

2
 ）
が
基
本
的
資
料
を
提
出
し
て
お
り
・
ま
た
最
近
で
 

は
 、
伊
藤
裕
 著
 「
大
壁
平
田
  

 

出
駕
風
伝
 ヒ
が
 特
に
 篤
 胤
の
幼
年
・
少
年
時
代
に
関
 
す
る
新
た
な
貸
料
を
提
示
し
て
、
そ
の
人
間
像
を
 

よ
 り
 明
 確
 な
も
の
に
し
て
い
る
 
0
 こ
は
 

駕
 

2
1
 

辛
う
 い
っ
た
積
み
重
ね
は
研
究
の
大
前
提
で
あ
り
、
 

そ
の
成
果
を
土
台
と
し
て
の
 
簡
 胤
の
思
想
研
究
で
な
け
 れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
 

基層 信 

る
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
に
は
・
対
象
の
側
の
要
因
の
 他
に
 、
研
究
方
法
に
お
い
て
も
問
題
点
が
存
し
て
い
た
こ
 と
が
関
係
し
て
い
る
。
 

; 仰 

り ら る 胎 L 

明 評 れ 評 は 文 
治 価 る 価 、 政   
篤 く に 質 直 一   
っ 端 が 非 養 三 
い に 、 雛 子 ） 

て 分 こ 俳 人 年 
の か の 片 平   
研 れ 出 の と 数 
完 て 来 会 、 え 
書 し 享 く 実 年 
  ま が の 子 四 
論 う 瑞 雨 春 十 
文 こ 的 様 庭 八 

はとににを 、 が 恭介はの 歳 
か 避 す か じ 平 
な げ よ れ め 田 
り 9  3 て 、 篤 
め れ に し 何 胤 
数 ね 、 ま 人 は 
に よ 篇 っ か 、 

    
そ な た 両 人 命 
こ 含 り 派 に 願 
に ん 、 の 会 と 

お で あ 意 つ し 
け い る 見 た て 

る た い は の い 
評 と は 、 で た 

井 

上   
の 出 順 

の た 

に L 
向   孝 

  人 ま に の 

て に と 対 陣 
い よ め す 篤 

平
田
篤
胤
と
民
衆
基
層
信
仰
 



々
し
く
出
現
し
た
思
想
家
の
一
人
と
捉
え
る
の
か
、
 

の
か
、
あ
る
い
は
・
神
秘
的
な
宗
教
思
想
家
と
し
て
 

こ
と
に
も
な
り
得
る
。
 

篤
 胤
の
思
想
は
・
多
く
の
先
行
思
想
の
重
層
的
・
 

仰
い
だ
 官
 長
の
説
は
勿
論
の
こ
と
、
服
部
中
庸
等
の
 

ぅ
 意
味
で
は
、
全
く
 篤
 胤
の
独
創
に
な
る
思
想
と
い
 神

道
思
想
の
体
系
化
を
図
っ
た
者
と
捉
え
る
の
か
、
 国
 学
 上
の
異
端
と
し
て
捉
え
る
 

捉
え
る
の
か
な
ど
と
い
う
問
題
は
 、
 問
わ
ず
語
り
に
 研
 究
者
 自
身
の
宗
教
観
を
示
す
 

あ
る
い
は
並
存
的
雑
居
状
況
で
あ
る
と
言
っ
て
さ
し
つ
 か
 え
あ
る
ま
い
。
そ
の
 師
と
 

宣
 長
門
人
・
和
漢
の
儒
学
者
な
ど
の
説
が
自
在
に
取
り
 入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
 う
い
 

ぅ
 も
の
は
極
め
て
少
な
い
の
で
、
 篤
 胤
の
思
想
を
分
断
 し
て
い
っ
て
、
影
響
を
与
え
 

況
 で
な
か
っ
た
こ
と
が
 大
 ぎ
く
係
っ
て
い
る
。
田
原
 嗣
 郎
 氏
が
指
摘
す
る
 よ
う
 

（
 
4
 ）
 

を
ょ
 み
こ
む
も
の
が
大
半
を
し
め
て
い
る
。
」
と
い
う
 
事
 態
も
生
じ
た
。
 

驚
風
 に
 対
す
る
評
価
が
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
 背
景
に
こ
れ
ら
の
 妻
 

は
 、
評
価
の
多
様
性
は
研
究
者
の
側
の
視
点
の
置
 き
 方
の
 相
違
と
し
て
捉
え
 ろ
 

思
想
を
素
材
と
し
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
 提
起
し
ょ
う
と
し
た
の
 

い
う
こ
と
自
体
が
篤
胤
の
評
価
に
た
と
え
無
意
識
的
に
し
 ろ
 決
定
的
な
作
用
を
 

平
田
篤
胤
は
・
そ
の
形
容
 語
 と
し
て
、
国
学
者
、
神
道
 思
想
家
、
復
古
神
道
 

せ
ら
れ
る
。
平
田
篤
胤
と
い
う
固
有
名
詞
の
前
に
こ
 う
 い
っ
た
形
容
語
を
付
す
 

よ
う
な
思
想
史
的
あ
る
い
は
宗
教
史
的
脈
絡
の
中
で
 篤
 胤
を
研
究
し
ょ
う
と
し
 

に
 、
こ
の
こ
と
は
ま
た
・
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
 篤
 胤
に
 直
面
す
る
が
 と
 に

 、
「
平
田
単
の
な
か
に
、
皇
国
史
観
風
の
自
己
の
意
 見
 

因
も
少
な
か
ら
ず
関
与
し
て
い
る
と
思
 う
が
 、
基
本
的
 ケ
 
@
 し
 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
研
究
者
が
篤
胤
の
行
動
 や
 

か
 、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
何
を
言
お
 う
 と
し
た
の
か
、
 
と
 

及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
 

家
 ・
あ
る
い
は
国
学
的
神
秘
主
義
者
と
い
っ
た
名
辞
を
 冠
 

る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
、
そ
の
研
究
者
が
ど
 の
 

て
い
る
か
の
指
標
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
 
同
 時
 

い
う
こ
と
の
表
示
と
も
な
り
う
る
。
罵
倒
 さ
 、
近
世
に
 華
 

る @%   
戦 研 先 前 房 

に 者 
お の 

げ 置 
る か 
簡 れ 
胤 た 
研 歴 
先 史 
が 的 
実 状 
り 況 
ち と 

る い 

も @   
を の 
ゾ 」 が 、 

く 篤   
数 の 
し 居 、 
か 想 
生 を 
ま 解 
な 釈   
っ て 
た い     
  セ @ - 

当 参 
且 与 太 
研 な 
究影 

響 視占 の を   
が @  与 
自 ， え 
由 た 
に と 

描 い 
え ぅ 

ら 事 
れ 実 
る で ・ 

状 あ 
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孝女 も と 

" の " 数 

      
遭 は 、 歳 

ヰリ与 

ヤ @ し     
に に 論 宰 
強 は n-.  春 想 
い 古 " 台 

弁 「   
が 正 『 を 

論破 そしき ら 俗神 

の 神 道 す 

べく 大要の道 大意 

を が 』 処 
紹 存 と 女 
介 在 い 作 
せ し っ 司 

ん て た 呵 
と い 講 妄 

した たのを』 釈害 
も だ 盛 を 
の と ん 著 
で い に 

    
。 と っ 篤 

い せ て @ 音 L 
ず 説 い は 

れ き る 、 明 も 一 一 一 

閃 か こ 十 
人 す の 代 
達 と 一 半 
に 共 通 は 
講 に の に 

釈 、 大 な 
し 仏 意 る 

23  (23) 

材 の き 必 力 - Ⅰ 

料 現 る 要 篤     う， がいこ っと山 と 

が 実 げ と 胤 こ た に 回 思 
わ
れ
る
先
行
思
想
に
還
元
し
て
ゆ
け
ば
玉
葱
の
皮
を
次
 々
に
む
い
て
し
ま
っ
た
後
の
よ
う
に
何
も
残
ら
な
く
な
る
 恐
れ
も
あ
る
。
 

（
 
5
 ）
 

孝
雄
の
研
究
以
来
、
 
篤
 胤
の
学
問
は
神
家
・
文
案
・
 医
 家
 ・
 易
家
 ・
暦
家
・
儒
家
・
仏
家
・
兵
家
の
所
謂
「
八
家
 の
学
 」
と
い
う
 

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
と
い
う
と
・
ほ
と
ん
ど
 が
こ
れ
ら
の
思
想
に
対
す
る
 篤
 胤
の
注
釈
か
ら
成
り
立
っ
 て
い
る
。
こ
 
う
 

事
実
を
前
に
す
る
と
・
 
篤
 胤
の
思
想
が
結
局
は
単
な
る
 寄
せ
あ
つ
め
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
 わ
い
て
こ
よ
う
 

れ
だ
け
の
思
想
を
包
括
し
ょ
う
と
し
た
所
に
は
 篤
胤
が
 独
自
に
持
っ
て
い
た
あ
る
凝
集
 力
 が
作
用
し
て
い
た
と
み
 る
べ
き
で
あ
ろ
 

の
 思
想
を
宗
教
的
次
元
で
凝
集
さ
せ
て
い
る
も
の
は
何
か
 、
ま
た
そ
れ
は
ど
う
い
う
外
的
要
因
と
絡
ま
せ
て
考
え
 て
い
く
こ
と
が
 

な
っ
て
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
こ
の
 小
 論
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
篤
胤
の
著
し
た
多
く
 の
 書
で
検
討
で
 

れ
ど
も
、
以
下
で
は
仏
教
、
儒
教
、
俗
神
道
へ
の
批
判
 と
 、
他
界
へ
の
関
心
と
に
注
目
し
て
論
を
進
め
た
い
。
 そ
 こ
に
は
、
 篤
胤
 

社
会
へ
の
生
の
関
心
が
写
し
出
さ
れ
て
お
り
、
驚
風
の
 士
 
示
教
性
の
間
 題
 、
 篤
 風
と
民
衆
基
層
信
仰
の
関
係
を
考
察
 す
る
に
格
好
の
 

並
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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  笑語 相反 れたも ス 手 りは 司 県 の てのこ 口 のはげ ちてい これ 

大     
ぅ 、 倒 さ が っ 概 基 題 
点 篤 ぎ れ 人 か 説 の 名 
を 胤 で て 々 箱 書 説 か 
嫌 の あ は を 介 と む ろ 容易 った と も 仏教 誹 等 る、 ならな 教化し すると でも言 広く紹 

し 斥 々 い た   ラ 介 に 
て の で 、 手 押 べ し 推 
い （ 理 あ 仏 殿 は ぎ よ 察 
る 乙由 る や は 我 も う で   

。 に 。 菩 そ 々 の と ぎ 

罵 っ 薩 の に で す る   と 修 と あ る ょ 

め て は 行 っ る 意 ぅ 

批   八 時 て が 図 に 
判 篤 
@ ま J 乱   
こ が の 会 の 所 っ 仲 

の 仏 役 得 如 に た 基 
よ 教 
3 0 
な 「 の 映 「出 であ 幻 した きもの 仏陀、 ことを 

観 無 
点 理 俊 って 定 術 あ であ 仏説 司書 

の ナ 実 る る 、 の 青苔 

他 ル 体 い の 僧 中 ヒ 
に 事 の は に 侶 で に 

も 」     
あ ） 下 の ぃ 受 

後 教 を す が を た 
" 排 篤 加 が " し も 

こ 撃 胤 え に そ て の 
れ の の た も の か を 
ら 睦 生 か な 主 る 記 
を 白 張 、 り 張 所 録 
通 を は と そ に も す 
じ 、 。 い う は あ る 

てまこ 明 たれ 点 う で あ か く れと ばい ら 『 ら る る つ @ 
か 西 各 お 。 か か 形 
と 箱 書 さ そ の な 式 
な 慨 に え こ 共 り を 
る 論 か て で 通 き と 

篤 ヒ な お 、 の わ っ 

胤 に り く 篤 パ ど た 
の 儒 の こ 胤 タ い も 

排 教 部 と が l 狼 の 
撃 の 分 か 仏 ン 談 で 

居、 、 が ら 教 を を あ   
さ 神 が 所 現 

道 で も と 

め ぎ あ し 
ど る る て @ @ ま 
い ま 徒 口 

っ た っ - 詰 五 

た 、 て 調 

側 篤   で、 
面 倒 - あ 
な な 見 り 

持 つ 狼   

に き 雑 卒 
攻 動 な 辣   し た き っ 

h@ }@ on [L_ 。 
、 も に ぷ 

ど の し り 

う に も の 

にお 作業 

な い   
し て 批 く ず 回 
た 仏 判 よ だ し 



 
 

 
 

 
 

 
 

侶
の
女
犯
の
例
が
極
め
て
多
い
と
指
摘
す
る
こ
と
で
証
明
 

し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
自
然
 

乎
の
情
に
背
く
よ
う
な
戒
律
を
定
め
て
も
・
所
詮
 

守
 
ら
れ
る
筈
が
な
い
と
い
う
の
が
 

篤
 
胤
の
考
え
方
で
あ
っ
た
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今 ト     
主 二 
ド 其 
モ 弟 
ナ 子   
ハ モ   
女   

考巳 コ   
ヤ カ     
モ       

、 方 
ト ヲ 

、 ノ 訊 
まル ヰ Ⅱ 

ア ス   
マ 人 
イ 行カ     

。 ） ナ 
  
T 

気 
  
  
  
  
    
ム 

テ、 

賀 ; 
  
  
  
  
程 
  
  

夫 。 
故 

難
ヲ
始
メ
 
、
女
犯
 ナ
ド
ヲ
 ヤ
ッ
タ
 者
ガ
大
ブ
ア
 

清
ニ
 即
イ
テ
 ヰ
ル
 証
抜
 
二
八
、
此
間
中
シ
タ
ル
通
り
 

釈
 
迦
ノ
死
ン
 
ダ
ト
 聞
ク
 

  

カ
ノ
法
師
 ノ
輩
ハ
、
人
ノ
真
ノ
道
ノ
オ
フ
失
ヒ
 、
兵
甲
 ス
ル
 で
。
 
ト
テ
ハ
、
死
 ン
ダ
ル
 先
ノ
 「
ノ
ミ
 申
 と
朽
ク
微
 ハ
 g
 
）
 
シ
キ
、
人
ノ
 死
骸
 ナ
 

 
 

 
 

ソ
ド
ヲ
、
朝
ョ
ヒ
二
 取
扱
 ヒ
、
人
ノ
キ
 ラ
ヒ
 棄
 タ
ル
 物
ナ
 

 
 

 
 

 
 

サ
テ
佛
法
ノ
趣
 、
 澤
迦
ノ
教
ト
云
 モ
ノ
 ハ
 、
 此
 通
り
、
 人
 ノ
眞
ノ
 桂
二
 %
 ッ
テ
ヰ
 ル
兵
弟
子
 々
リ
シ
 羅
漢
 共
 デ
ス
 ラ
、
ヵ
ノ
阿
 

ウ
 @
 
レ
 
@
 
キ
 

れ
る
も
の
が
釈
迦
の
言
っ
た
こ
と
や
行
動
を
そ
の
ま
ま
 伝
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
か
 

と
す
る
、
大
乗
非
仏
説
的
観
点
か
ら
の
も
の
も
あ
る
。
 し
 か
し
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
 

点
 、
そ
れ
に
仏
教
徒
が
我
が
国
の
神
々
を
敬
わ
ぬ
の
を
 非
難
し
た
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
 

さ
て
、
で
は
人
情
に
合
わ
な
い
と
は
、
具
体
的
に
ど
 う
 レ
 ナ
Ⅰ
 

ノ
 こ
と
を
山
片
帆
し
て
舌
口
っ
た
の
か
。
 

舌
口
薬
 
を
ニ
 、
 三
 引
用
し
て
み
よ
う
。
 

サ
テ
右
ノ
 通
り
 澤
迦
ノ
 ハ
ジ
メ
タ
ル
仏
法
 ト
云
フ
 モ
ノ
 ハ
 、
死
生
 ヲ
ハ
テ
 レ
、
三
界
ト
イ
 ブ
 

ル
ポ
 故
 、
君
父
 ヲ
 モ
ス
 テ
 、
妻
子
 ノ
 愛
情
 ヲ
モ
浄
 ク
ハ
 ナ
 レ
 不
バ
 得
 ラ
ン
ス
ト
イ
フ
 乙
教
デ
、
 

・
後
代
の
教
義
が
仏
説
に
よ
っ
て
い
な
い
 

こ
で
は
割
愛
し
、
人
情
に
合
わ
ぬ
と
し
た
 

と
に
す
る
。
 

「
出
定
笑
語
口
の
中
か
ら
、
 
篤
胤
 自
身
の
 

ヲ
出
テ
 ・
天
地
 
ノ
外
ノ
 考
ト
 テ
 ラ
フ
ト
ス
 

（
 
8
 ）
 

 
 眞

ノ
 人
間
二
八
ト
ン
ト
出
来
 ヌ
 「
 デ
ム
 
。
 



0 次 て あ 頭 旦 西 よはかの る ょ 、 。 「 一哉 つが ヌ頭 ヤ / う 、 
の う う 駕 籠 を 国 ゥ 一 闇 ? 
地 な や 風 概 
が 論 く が 論 

く の ナ ッ ツ 

れ 神 モ モ 夜 
乱 理 数 儒 』 
れ 展 化 学 は 
て 開 さ 者 元 
い と れ に 来 
た な た 対     

つ い 々 / ト       てわ いば 鍛 、 外二 二八 
る 両 頭 惇 忠 

。 親 ヲ シ ハ 
の 一 ガ ・ ズ   我 一   

が ク テ マ 
千 レ ・ タ 

にタア子 対人 / 等ご ， 
す ト ヲ ラ る 、 ジ ガ   

も 面 サ   
0 期 ン 両 
と / ハ 親   同 窓 、 ノ 

」 聖 い じ 愛 オ 慈 
で ス マ 愛 

あ か シ フ 

り 庭 ヲ ノ 「   
仏 ハ レ 何 
の 、 タ 圧 

あ ド 、 居 、 

りヂ能ハ が ライズ 

  
他 デ、 ダ     
人 有 。 、 徐 
が マ ト 所   

教 展 ま に の たまた ノ人 セウ ・ 。 （ ） Ⅰ l 云テ -   
え し む ょ 喜三 

ま韻 

" 土 l じ @   
が た と っ で   

レ 鍛 

次
に
僧
侶
や
仏
教
信
仰
者
が
日
本
古
来
の
神
々
を
崇
敬
 し
な
い
こ
と
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
・
そ
の
根
底
に
ほ
。
 
ほ
 二
つ
の
理
由
を
認
め
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
 つ
は
、
 我
が
国
の
神
々
は
「
名
も
 実
 も
あ
る
」
神
々
な
の
に
、
そ
れ
を
敬
わ
ず
、
妄
説
に
 惑
わ
さ
れ
る
と
は
 清
 げ
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
神
は
い
わ
ば
 我
々
の
祖
先
と
い
っ
て
も
よ
い
存
在
で
あ
る
の
に
、
 他
 人
の
如
き
仏
を
敬
 5
0
 

は
 げ
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
 第
 一
の
点
は
、
釈
迦
が
単
な
る
神
通
力
を
有
す
る
人
間
に
 過
ぎ
ぬ
と
か
、
菩
薩
な
 

ど
は
実
体
の
な
い
も
の
だ
と
す
る
説
と
表
裏
一
体
の
も
 の
だ
が
・
我
が
国
の
神
々
は
・
抽
象
的
存
在
で
は
な
く
、
 ち
ゃ
ん
と
実
体
を
備
え
 

て
い
る
の
だ
と
い
う
信
念
を
示
し
て
い
る
。
第
二
の
点
 ほ
 つ
い
て
は
、
 コ
 
出
定
笑
語
附
録
目
の
中
に
面
白
い
た
と
，
 え
 が
ひ
か
れ
て
い
る
。
 

世
ノ
人
ノ
、
佛
プ
有
 ガ
タ
 キ
 モ
ノ
二
五
ハ
 、
コ
、
ラ
デ
 ム
 。
大
八
人
 モ
ョ
ク
云
 「
 ヂ
サ
 ガ
 、
ノ
光
ヲ
 

常
二
 ナ
 ン
テ
居
ル
カ
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あ て と り 人 人 ら 折 が め と な な 
れ 角 、 て 罵 言 ど     

ツラ る 。 ぢふ Ⅰ 血買叩 ぶ車 た習儒ぃ胤ぅ もと 
  し批 間バ あ し湯 こ 停学る は よ っも   

レ て 着 国 其， 、 る べ あ の と ・ 嵐 子 に そ 備 
バ 描 達 の 外 盗 。 ぎ っ よ は そ 昧 と 合 し わ 

、 い の 聖 ノ 大 駕 人 て う で の の 誉 わ て っ 
其 た 解 人 者 ノ 風 間 頭 な ぎ 善 人 め な そ て 
心 孔 釈 す ド 恵 博 で い 側 な と で る い も い 
モ 子 を べ モ キ 意 は 批 面 い な 、 人 も そ る 
行 の 通 て ガ で の な 判 か と ら 文 々 の も 国 
ヒ 倒 し を 、 ヲ 比 か の ら 押 ぬ 辞 に と 聖 で 
モ 両 て 非 岡 元 楡 っ 村 儒 し よ に 互 い 人 あ 
尋 と 表 難 ジ モ 
常 は わ し   
ノ ど れ て ゥ 元 れ で な を 人 食 ら あ で な 従 
人 の ろ り ニ ク ば あ っ 批 。 わ か る あ ど っ 

二 よ 乱 る 塞   、 る た 判 五 ぬ さ と る と て 
伺 う 子 の 
そ な 像 で   ザテ 5 々 篤 て は を た っ ル部こか   しっ 頻 れ 言 。 い日 5 本 
力 も で   @% が 大 い " 胤 い " し 人 て の を 
ハ の は な 何 ナ っ 彼 の た 湯 て 。 い は 東 

デ ル た ら 解 か   い 三 る 、 夷 
有 盗 人 を 釈 が 武 る っ   せ と し たくであっルつ ナ ょ ・ と ラ （ セ 聞 香 で 伺 主 人 は 一 い 呼 

ク た あ り ゥ ピル は め は え の 。 、 つ ぜ ん 
、 か く ゎ   モ 、 る   る 所 四 そ は い で 

タ 。 ま げ   も 湯 。 満 つ の   卑 
  で ・ 了し   0 玉 な を は 悪 初   
正 鶴 子   は や か 尤 、 道 学 凹 め 
  J 育 L  に ・ 武 で と 負 な の 尺   

  の 方寸 甚 。 彼 王 も ぽ、 げ る 人 し 唐 
  直 し   か 土 

キ 接 て       飛 を 

人 理 は 基 @ 同 は 武 で み は 人 べ 中 

      じ 弱 主 あ に は が 

ニ ス     Ⅰ てえ よ、 回 
マ た 的   誉め よ う 肉強 所 の る。 よる ほ知 。 人 中 
デ     な評 孔子 

な 食 為 商 人 っ て 間 葉 
  心 の を 単 で て い に と 

「 7  像 7 日 夫 を 元 元 に 、 い る 一 あ 

デ   な な   持 祖 と ま 今 る     丈 が @ 
  の 与 盗 っ で   居 、 と ま の ら 飛 め 
  で、 え 賊 た お う め で だ 誉 べ ろ 
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次
に
、
「
俗
神
道
大
意
 
三
 に
お
け
る
論
述
に
耳
を
傾
げ
て
 み
る
。
こ
の
書
の
中
で
 篤
 胤
は
神
道
を
大
き
く
五
種
類
 に
 分
け
て
い
る
。
 
第
 

イ
サ
 

 
 

ソ
レ
ハ
 
マ
ツ
第
一
二
神
 
ヲ
畏
レ
敬
ッ
テ
、
生
 タ
ル
八
二
位
 ヘ
ル
 如
ク
、
少
 カ
ノ
物
モ
、
初
穂
 ハ
、
 イ
 ソ
モ
プ
ガ
棚
 

ノ
 市
聖
 
二
ソ
ナ
ヘ
 ・
 マ
 

ウ
 @
 

タ
 十
九
歳
 ノ
 ト
キ
二
妻
 
ヲ
迎
ヘ
テ
 、
白
魚
 ト
云
ヲ
生
セ
タ
 
ル
ヲ
見
 レ
バ
、
 禧
記
 二
三
十
二
 シ
テ
嬰
 
て
 @
 
 

ト
イ
 ブ
 事
ハ
ア
 

+
 

レ
ド
モ
 、
一
一
十
 マ
ヘ
 

二
女
二
合
 
ヒ
、
又
 ウ
マ
キ
物
モ
随
分
 二
好
ト
見
ェ
テ
、
山
 
梁
ノ
 雌
雄
時
鼓
人
人
 ト
、
キ
ぐ
 
ス
ノ
 旨
 キ
サ
カ
リ
フ
 
ホ
 
メ
、
 （
中
略
）
、
マ
タ
 

 
 

 
 

秘
蔵
 ノ
 弟
子
 ノ
 顔
淵
 ガ
死
 ン
ダ
ル
 時
ハ
 、
鳴
呼
大
我
 ヲ
 亡
ボ
 セ
リ
 杯
 Ⅱ
 
ド
 ・
 コ
 マ
イ
Ⅰ
 ロ
メ
云
テ
 
、
 禧
記
 二
八
 芙
 ス
レ
 

 
 

ナ
ゲ
キ
 

 
 

メ
ダ
ガ
 、
ソ
ノ
 芙
ノ
 余
 り
二
働
 シ
テ
正
気
 ヲ
失
ヒ
、
又
ツ
 
ョ
ク
 雷
鳴
り
、
 
風
ナ
ド
ノ
裂
キ
 時
モ
 、
 コ
 ソ
方
ト
同
ジ
 

コ
 
1
 ニ
コ
 ハ
 ガ
ッ
ト
 タ
 

 
 

見
エ
、
色
ヲ
愛
ジ
テ
恐
シ
 ガ
リ
、
マ
タ
主
殿
 シ
ノ
 タ
グ
 ヒ
、
凡
テ
道
 
テ
ラ
ス
 事
ヲ
為
ル
者
ガ
 ア
ル
ト
、
イ
カ
ウ
 
腹
 ヲ
立
テ
、
タ
チ
 

-
H
 
）
 

神
や
祖
霊
を
敬
 う
 こ
と
ふ
若
く
し
て
結
婚
し
、
う
ま
い
 料
理
を
好
ん
だ
こ
と
、
弟
子
の
死
を
深
く
嘆
き
悲
し
ん
だ
 こ
と
、
道
を
は
ず
れ
 

た
こ
と
を
す
る
者
に
は
ひ
ど
く
怒
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
 人
 間
味
 あ
ふ
れ
る
も
の
と
し
て
驚
風
 が
 孔
子
に
共
感
を
覚
 え
た
理
由
な
の
で
あ
 

る
 。
つ
い
に
は
、
我
が
師
と
仰
ぐ
 宣
長
 に
心
も
行
な
い
 
も
 似
た
人
で
あ
る
と
ま
で
舌
口
っ
て
い
る
。
 
篤
 胤
の
儒
者
に
 対
す
る
一
般
的
評
価
 か
 

ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
最
大
級
の
賛
辞
 と
 見
な
す
こ
と
が
 で
き
る
。
 

馬
風
 が
 孔
子
の
中
に
肯
定
的
に
見
出
し
た
人
間
像
と
、
 儒
 若
一
般
に
対
す
る
批
判
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
「
 西
籍
 概
論
」
の
骨
子
 

は
 自
ら
明
ら
か
と
な
る
。
儒
者
の
説
く
「
聖
人
の
教
に
 依
て
 禽
獣
に
陥
ら
ず
」
と
い
っ
た
考
え
に
真
向
 ぅ
 か
ら
 反
 旗
を
掲
げ
、
聖
人
空
教
 

え
が
必
要
な
こ
と
こ
そ
社
会
の
堕
落
の
結
果
と
主
張
す
 る
の
は
、
換
言
す
れ
ば
、
一
面
で
、
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
 の
姿
、
生
き
方
の
賛
美
 

で
あ
り
、
他
面
で
、
我
が
国
が
古
来
ょ
り
正
し
い
道
の
 偏
 っ
た
国
で
あ
る
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
や
は
 り
 仏
教
批
判
の
理
由
と
 

が
 、
結
局
 篤
 胤
は
外
国
の
聖
人
君
子
を
も
ち
こ
ん
で
、
も
 

同
根
の
も
の
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
幾
多
の
例
 を
 挙
げ
な
が
ら
、
儒
者
の
考
え
に
反
論
す
る
と
い
う
形
式
 

っ
て
尊
し
と
す
る
儒
者
の
態
度
に
論
理
以
前
の
反
感
を
 爪
判
 
u
 
Ⅱ
Ⅵ
て
い
た
と
舌
口
，
え
る
。
 

を
と
っ
て
は
い
る
の
だ
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捨
 ル
 々
 ド
 云
 て
有
 レ
ド
モ
 、
コ
レ
ハ
 放
翁
ノ
玉
ガ
ツ
マ
 二
 、
マ
ツ
三
教
 ノ
勝
 

（
 
巧
 ）
 

 
 

 
 

・
 儒
ト
佛
ト
ヲ
 ノ
ミ
 取
テ
 、
神
道
 ノ
意
ヲ
取
 レ
ル
「
 ハ
 南
中
人
 

二
 テ
リ
ア
。
 

 
 

 
 

殊
二
 コ
 ソ
 両
部
神
道
 ト
 元
老
 ハ
、
タ
ぐ
己
ガ
心
ヲ
 

シ
、
神
ト
 
聖
人
 ト
ヲ
 奴
僕
ト
シ
テ
、
 
心
二
任
セ
 -
 
ア
 調
使
 ヒ
 タ
ル
物
工
シ
テ
 
、
 

神
ノ
 御
輿
 ヲ
モ
、
佛
ノ
説
ヲ
モ
、
儒
ノ
言
ヲ
モ
 

・
 己
ガ
心
ノ
如
 ク
ニ
 、
説
 ヲ
キ
ガ
ク
 

ナ
シ
 難
 キ
所
 

キ
ナ
方
便
 

ゾ
恨
説
ゾ
 表
事
 ゾ
ナ
ド
云
ヒ
 

 
 

 
 

 
 

通
二
モ
井
 ズ
儒
ノ
道
二
 モ
ア
ラ
 ズ
、
況
テ
神
ノ
 
通
二
 非
 ザ
ル
 Ⅰ
 
1
 ハ
史
二
モ
 
云
 ハ
ズ
 、
 

 
 

（
 
6
 
i
 ）
 

タ
 。
 
、
 己
が
 私
ノ
新
 バ
リ
道
 々
ル
ヲ
 

 
 
 
 

こ
れ
ら
の
引
用
文
で
明
ら
か
な
よ
さ
に
、
両
部
 

神
 道
 に
は
お
よ
そ
神
道
ら
し
き
も
の
が
な
く
、
た
だ
我
が
 

 
 

 
 

一
は
、
 真
の
神
道
で
、
 
高
 産
霊
神
、
 神
 産
霊
神
に
始
ま
り
 、
 代
々
の
天
皇
に
伝
わ
る
神
の
道
で
あ
る
。
神
の
道
に
 随
 う
 と
は
、
君
と
親
を
 

敬
い
、
妻
女
を
め
ぐ
む
と
い
っ
た
、
儒
者
が
言
 う
 と
こ
 ろ
の
五
倫
五
常
の
道
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
 臭
 っ
て
い
る
ま
 ま
に
曲
げ
ず
ゆ
が
め
ず
 

打
な
 う
 こ
と
と
さ
れ
る
。
第
二
は
、
神
事
で
、
神
を
祭
 

神
を
禧
 り
 、
ま
た
祓
な
ど
神
に
仕
え
る
わ
ざ
を
広
く
 い
 う
 。
第
三
は
、
 
天
 Z
 

神
道
で
、
い
わ
ば
天
然
現
象
の
神
格
化
で
あ
り
・
こ
れ
 は
 支
那
起
源
の
も
の
で
、
易
の
発
想
 法
 で
も
あ
る
と
さ
れ
 る
 。
第
四
は
、
両
部
 神
 

道
 、
第
五
が
唯
一
神
道
で
あ
る
。
 

真
の
神
道
は
・
言
 う
 ま
で
も
な
く
 篤
 胤
の
信
奉
す
る
 神
 ぽ
 な
の
で
あ
る
が
・
第
二
の
神
事
、
第
三
の
天
 之
 神
道
も
 こ
こ
で
は
特
に
批
判
 

の
 対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
み
が
神
道
 の
 内
容
だ
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
憂
え
て
い
る
だ
け
で
 あ
る
。
問
題
と
さ
れ
る
 

の
は
、
専
ら
両
部
及
び
唯
一
神
道
で
あ
る
。
ま
ず
両
部
 神
 道
 批
判
が
ま
と
ま
り
ょ
く
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
 ニ
、
 三
 拾
っ
て
み
る
。
 

ヰ
刀
 
ノ
彊
萌
 

ヲ
 、
神
道
上
事
實
 ニ
 習
合
 
シ
こ
 造
り
立
 テ
、
神
ハ
佛
 
二
 %
 跡
 、
 佛
 
ハ
神
 ノ
 本
地
 

 
 

（
Ⅱ
 

u
 
）
 

ア
サ
 
ム
 

ヂ
ャ
ト
云
テ
、
世
ヲ
欺
 キ
人
 ヲ
註
 カ
シ
 タ
 モ
ノ
 ヂ
ヤ
 。
 



な
り
、
そ
れ
が
排
外
的
思
想
家
と
い
う
 篤
 胤
の
評
価
の
 一
つ
の
傾
向
を
形
成
し
て
き
た
原
因
に
も
な
る
の
で
あ
る
 
 
 

け
れ
ど
も
、
こ
の
日
本
を
尊
し
と
し
た
こ
と
は
別
の
間
 題
 を
も
 苧
 ん
で
い
る
。
こ
れ
に
は
罵
倒
 が
 我
が
国
の
神
を
 抽
象
的
な
も
の
で
な
 

く
 実
体
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
 導
 入
部
と
な
る
。
実
体
の
あ
る
神
人
と
は
具
体
的
に
言
え
ば
 ・
天
御
中
主
神
・
高
麗
 

                      国 " 同教 じ " 
幼 者 と い あ が 道 

  で え で ぅ り 国 、 篤 
結 す 教 年 儒 上 は 方 あ 考 そ の 古 風 
び る 化 に 教 三 串 玉田 

な 、 る え れ 押 川 の 
か 行 、 か は 道 神 用 

つ い向遅説 傾の講 俗に 
て が れ さ 伸 展 
説 強 た れ 道 開 

とい かと 力し よ、 思、 ら 回は道話 常 天 、 法 

き ま 国 た と さ 
明 る と も そ れ に 方が混し 拠れ の う 、 ししった其 、つ、 立命の 照 大御 垂加 神 
か 。 見 の の た が 入 合 た 分 神 道 は 

浴 し で も 身 が な 、 
神 て あ の で 建 ど 俗 
遭 い る で あ て で 神 
批 る 。 あ る 猿 あ 道   利 点 要 る と 出 る は 
の が す 、 ぃ 彦 。 諸   中 途 る 五 ぅ の こ 流 
核 一 に 行 の 神 れ あ 
で 批 、 の は が ら る 
あ 判 神 理 、 導 に げ   る さ の を 仏 い 対 れ 

ま け 判 あ 。 れ 解 神 説 た す ど 
て 釈 々 に 迫 る も   に あ と 批 両   る 教 配 る い 判 都 神道 訳 な 義の 当し よ う ぅの は教 

の 解 て な は 義 の 

で 釈 何 仏 げ 的 外 
あ 、 某 は し に は 
る 祓 の 固 か 細 み 

。 尊 神 よ ら 々 な 
神 の は り ぬ と 唯 
通 儀 大 我 輩 し 一 

と 礼 徳 が 強 た 神 
は の 、 体 附 魚 道 

で、 名。は まで 作法 土穂 にあ 会で 

  か な な り あ 立 そ 易 り ど ど 己 る ち こ 

れ の も に   で に と れ ・ 入 に 

、 仏 い は 一 
と い 尊 に で 解 でき 結実 国こと き @ ま 、 ある   
す が で 日 。 る 外 る 唐 仏 に 。 る 
る コ あ 本 こ よ 固 い 人 の 固 例 の 
こ ス る を の う か は の 分 有 え は 
と そ こ 第 三 に 

に ロ と っ 書     
も ジ を た が 仏 借 的 ご と が 我 神 
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等
に
お
け
る
天
御
中
主
神
の
至
上
神
的
性
格
な
ど
が
 注
 目
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
罵
倒
 が
 
「
真
の
神
道
」
の
教
理
 
を
 整
え
よ
う
と
し
た
 過
 

程
に
お
い
て
は
、
主
宰
神
を
求
め
る
要
請
が
働
い
て
い
 た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
時
宜
 昂
 の
 
「
占
事
記
伝
」
を
 乗
 

り
 越
え
ん
と
し
て
執
筆
し
た
「
古
史
伝
」
に
も
よ
く
表
わ
 れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
い
わ
ば
神
学
的
要
請
に
基
 つ
い
て
形
成
さ
れ
た
 
神
 

々
の
性
格
と
は
別
の
方
向
か
ら
も
神
々
の
性
格
は
形
造
ら
 れ
て
い
た
。
そ
れ
は
民
間
の
神
々
の
性
格
を
そ
の
ま
ま
 吸
収
す
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
 篤
 胤
の
意
識
と
し
て
は
、
名
も
実
も
あ
る
と
い
う
 表
現
を
と
っ
た
の
は
記
紀
に
記
載
さ
れ
て
い
る
神
々
を
 主
 に
 念
頭
に
置
い
て
い
た
 

仰
 

の
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
こ
の
 三
 書
を
書
い
た
 時
占
 ハ
 で
は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
。
 

，
 」
の
直
後
か
ら
起
草
さ
れ
た
 

信
 

（
㎎
）
 

鞠
 

「
 玉
檸
 L
 を
見
れ
ば
、
民
間
の
神
人
の
信
仰
が
 神
 の
 実
体
感
の
基
盤
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
 の
で
あ
る
。
 

 
 

い
う
こ
と
は
、
「
人
情
に
合
わ
ぬ
」
信
仰
の
否
定
の
問
題
 に
も
 係
 わ
っ
て
く
る
。
仏
教
 

鮭
の
戒
律
が
と
り
わ
け
人
情
に
反
す
る
と
し
て
斥
 
け
 ら
れ
る
の
も
、
君
臣
の
関
係
、
親
子
の
情
、
夫
婦
の
愛
 と
 い
っ
た
日
常
生
活
の
秩
序
を
 

 
 鴫

損
ぅ
 も
の
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
 篤
 胤
の
現
実
肯
定
主
義
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。
 ょ
 く
 引
用
さ
れ
る
、
 

 
 

そ
れ
 

 
 

 
 

平
 

極
楽
 よ
 り
は
此
の
世
が
楽
み
だ
 、
 夫
は
ま
 づ
、
 暮
の
相
 応
 に
ゃ
く
人
は
、
美
濃
米
を
飯
に
た
い
て
、
鰻
茶
漬
、
 初
 堅
魚
に
・
剣
菱
の
酒
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こ
の
よ
う
に
身
近
な
所
に
種
々
の
神
の
存
在
を
信
仰
し
て
 い
た
か
ら
こ
そ
神
は
名
も
実
も
あ
る
と
い
う
表
現
に
な
 っ
 た
と
考
え
ね
ば
な
る
 

ま
い
。
 

罵
倒
に
お
け
る
「
 神
 」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
村
岡
 典
 嗣
等
が
 キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
  

 

霊
神
・
 神
 産
霊
神
、
僻
邪
 那
岐
 ・
僻
邪
 那
 美
 

の
神
に
ま
で
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
罵
倒
 

神
地
祇
は
も
と
よ
り
、
妖
怪
に
い
た
る
ま
で
 

じ
て
、
す
こ
ぶ
る
迷
信
の
域
に
ま
で
及
ん
で
 と

い
っ
た
記
紀
に
出
現
す
る
 神
 及
か
ら
、
産
土
神
、
 
土
 %
 神
 、
氏
神
あ
る
い
は
、
竜
神
、
 

測
 

の
 信
仰
す
る
神
々
が
俗
信
の
も
の
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
か
 ら
 、
村
岡
典
嗣
の
よ
う
に
、
「
 天
 

一
切
の
萬
 物
 に
お
け
る
 神
 寮
の
存
在
を
信
じ
、
幽
界
と
い
 ひ
 、
再
生
と
い
ふ
如
 き
 事
實
 を
信
 

（
 
7
 
l
 ）
 

ぬ
 た
こ
と
は
、
 
博
 記
者
役
得
へ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
 

い
 う
 評
も
生
じ
て
く
る
。
だ
が
・
 



と
い
う
表
現
、
ま
た
、
 

 
 

ヤ
 -
 メ
ゲ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 古

学
す
る
徒
は
 、
ま
づ
主
 と
大
倭
 心
 を
堅
む
べ
く
・
 
こ
 
の
固
の
堅
 在
 で
は
、
夏
道
の
知
が
た
 き
 由
は
、
吉
師
 翁
の
 、
山
菅
の
根
の
丁
寧
 

 
 

こ
の
 薬
立
る
 柱
は
も
、
古
学
す
る
徒
の
大
倭
心
の
 鏡
 な
り
  
 

  で ず 循 全 中 一 の と 

る 篤 
こ @ き L   
と の     ぅ " 法 " て り し は く み 

が 他   い 異 的 篤 い 伝 て 次 だ   
っ な 誤 倒 る れ 理 飾 り 煉牙   

確 示 
か す 男 心 を 視陥想 疑 っ は のとべうそで ですきとのも 
に も 

こ の   
の と え げ る 神 。 こ え 、 と が 
書 し っ て と 学 る る 篤 さ ら 
に て づ く い 的 比 ．． 一             
か は １ ぅる % 反 儒 の る行田 
げ 『 
た し % 並 

篤 。 批 面 楽 毅 現 。 ） 吹 
鳳 駕 判 に す の 実 現 の 

彼 の   る 五 育 美 奈 
の 真   の 倫 定 肯 を 
意 柱 界 尺 な て で 五 は 定 番 
気 』 観 衆 く 論 あ 常 ・ は ん 

ご ・ が つ め 生 し で・ 

み 代 て 道 ま か 、 

は 表 ・ と れ し 国そ 的   自 て な 、 分ぷ 
そ な   考 と か こ 然 全 が 他 の 
の も 察 の し と に 面 ら 界 煙 

冒 頭と の な っ 、 が 備 的 の の 草 
向 な 目 多 わ に 備 間 せ 

に さ げ が を か っ 否 わ 題 く 

避 れ る り そ つ た 走 っ か ゆ 
べ   道 さ た ら ら 
力 -  し * し こはう ともい。 た の れ 白 目 し 
  の は っ っ そ   中 る 然 を て 

ホ生日 す と た し に の の そ 居 
  る 追 居、 て 五 で 清 む ら 
理 。 究 想 そ 
解 さ せ れ ） 倫五 （ 忙な を大 け る るュ 0 2 
が れ 形 は 
篤 る 成 績 常 と い切と 。 にい 
  べ せ 局 し そ す ぅ 

の他 

ぎ し 自 て れ る こ 

問 め 己 具 が ;  と と 

界 題 た 方 体 裁 い を 
観 
理   
解 え や   れ 手 ぎ し 
の る 土 あ た 段 な な 
鍵 。 壊 る 頂 と 砕 い 
と そ に い 目 L:,  組 。 
さ こ 転 は も て の こ 
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そ
の
 帝
一
 

並
の
行
方
の
安
定
を
 

、
穿
 

@
 
 
知
る
こ
と
 な
も
 先
 
な
り
け
る
。
サ
 

キ
 

（
し
 

と
い
う
表
現
か
ら
充
分
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

（
 
笏
 ）
 

し
か
し
、
こ
の
書
の
上
巻
は
服
部
中
庸
の
「
三
大
孝
」
 

を
 へ
｜
ス
に
 
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
 
天
 ・
 地
 ・
泉
の
成
 
り
 立
ち
、
及
び
神
々
 

（
 
あ
 ）
 

の
 生
成
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
主
眼
の
置
か
れ
た
・
い
わ
 

ば
 驚
風
 の
 コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

下
巻
に
な
っ
て
よ
う
 
そ
 

く
 死
後
の
魂
の
行
方
、
在
り
方
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
 

そ
，
 
」
に
述
べ
ら
れ
た
死
後
の
魂
の
行
方
は
必
ず
し
も
最
初
の
 

意
気
ご
み
ほ
ど
に
は
 
明
 

解
 な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
死
後
、
魂
は
と
こ
は
 

に
こ
の
国
土
に
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
 

た
 や
す
く
は
定
め
難
い
と
 

し
た
り
、
墓
所
に
い
る
と
し
た
り
、
自
由
に
意
志
に
よ
り
 

定
め
得
る
と
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
死
者
の
霊
魂
 

と
 神
と
の
関
係
に
㌧
 
い
 

て
も
、
あ
る
も
の
は
神
と
な
る
と
も
言
っ
て
い
る
が
断
定
 

し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
従
っ
て
津
田
左
右
吉
の
、
「
 

要
 す
る
に
こ
の
こ
と
（
Ⅱ
 

す
べ
て
の
死
者
の
魂
が
神
に
な
る
の
か
・
生
前
に
徳
行
 

の
あ
っ
た
人
の
み
が
神
に
な
る
の
か
，
筆
者
）
に
つ
い
て
 

の
篤
 胤
の
思
想
は
明
か
 

（
 
竹
 ）
 

に
わ
か
ら
ぬ
。
驚
風
自
身
に
は
っ
き
り
し
た
考
が
無
か
 

っ
 た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
見
解
は
正
鵠
を
射
た
も
の
 

と
 言
え
よ
う
。
た
だ
、
 

驚
風
が
こ
こ
で
伝
え
ん
と
し
た
意
は
・
人
は
死
ん
だ
ら
 

す
べ
て
汚
れ
た
黄
泉
の
国
へ
行
く
の
だ
と
い
う
 

説
 ・
及
び
 死
ん
だ
ら
何
も
無
く
な
 

仰
 
る
の
だ
と
い
う
説
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
 

と
 考
え
る
。
 

ひ
 
:
 
力
 
*
 
・
 
-
 
と
 

信
 

層
 

夏
豆
の
真
柱
目
の
書
か
れ
た
時
期
が
愛
妻
 

織
瀬
 の
死
の
直
後
で
あ
っ
た
た
め
、
 

官
 長
の
説
を
非
 
説
 と
し
て
 ま
で
死
後
の
魂
の
行
方
を
探
 

 
 

 
 

を
 賜
は
り
 候
 」
と
い
う
神
秘
 

体
平
因
 

埋
 
体
験
に
求
め
る
説
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
醸
で
き
め
に
し
て
も
、
妻
の
死
、
何
ら
か
の
心
的
 

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
 

覚
弓
 せ
ざ
る
を
 
得
 

 
 

 
 

（
 
9
 
2
 り
 

 
 
 
 

 
 

に
 、
数
倍
し
お
か
れ
つ
る
。
 

此
 
@ よ 

磐 
根 

 
 

の
 極
み
実
正
 る
 、
 

厳
柱
の
 ・
  
 

 
 

な
り
け
り
。
 
斯
 て
そ
の
大
倭
心
 さ
 、 

大
 高
く
 固
 ま
く
 

  

  



の こ が 々 が ず 『 有 れ 

「
 帝
 
一
正
の
真
柱
」
は
体
系
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
側
面
を
持
ち
 
つ
 元
来
講
釈
で
な
く
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
 ら
 ・
そ
こ
に
展
開
さ
 

た
 思
想
の
整
合
性
・
一
貫
性
に
目
を
向
げ
が
ち
に
な
る
 の
で
あ
る
が
、
 篤
 胤
の
他
界
へ
の
関
心
は
も
っ
と
雑
然
 と
 し
た
多
様
な
側
面
を
 

し
て
い
る
。
そ
 う
 い
っ
た
側
面
が
 よ
 り
明
確
に
な
る
の
 は
 、
こ
の
書
の
約
十
年
後
、
驚
風
 
が
 四
十
代
後
半
に
さ
 し
か
か
っ
て
著
し
た
 

古
今
 妖
魅
考
 」
、
「
仙
境
異
聞
」
、
「
勝
五
郎
再
生
記
聞
」
 
な
ど
に
 掩
 い
て
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
を
瞥
見
す
る
だ
け
で
、
 篤
 胤
の
他
界
に
対
す
る
 旺
 盛
 な
関
心
の
拡
が
り
が
男
寵
と
し
て
く
る
。
書
い
た
 動
 機
 は
そ
れ
ぞ
れ
少
し
 

つ
 異
な
る
が
、
他
界
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
 い
る
。
 

「
古
今
 
妖
魅
考
 」
は
、
林
羅
山
の
「
神
社
号
」
を
出
発
点
 と
し
、
 妖
魅
 と
さ
れ
る
も
の
の
実
体
を
説
き
明
か
さ
ん
 と
し
た
も
の
で
あ
る
 

、
今
昔
物
語
、
日
本
霊
異
記
、
源
平
盛
衰
記
、
宇
治
 拾
ぬ
 
退
 物
語
、
長
明
発
心
集
な
ど
か
ら
の
例
を
ひ
き
な
が
ら
、
 天
狗
や
龍
、
 釈
魔
等
 

ほ
 つ
い
て
筆
を
奮
っ
て
い
る
。
そ
の
際
引
用
し
た
話
自
体
 が
 真
実
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
吟
味
さ
れ
ず
、
魑
魅
 魍
 ぬ
め
 暗
躍
す
る
世
界
 

全
く
リ
ア
ル
な
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
時
に
は
 魔
 道
に
 堕
ち
た
も
の
の
有
り
様
を
事
細
か
く
描
写
し
た
り
し
 て
い
る
 0
 

他
界
を
リ
ア
ル
に
捉
え
る
と
い
う
特
性
は
、
「
仙
境
異
聞
 ヒ
 に
も
表
わ
れ
る
。
こ
れ
は
天
狗
に
誘
わ
れ
て
仙
郷
に
 
至
り
、
八
年
を
経
て
 

0
 世
に
帰
還
し
た
と
い
う
十
五
歳
の
少
年
 寅
 吉
の
話
を
 、
 篤
胤
 白
身
が
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
黄
舌
 に
 対
し
 種
 々
の
間
を
な
し
仙
境
 

様
子
を
知
ろ
 う
と
 懸
命
な
 篤
 胤
の
様
子
が
よ
く
表
わ
れ
 て
い
る
。
 

世
 と
の
関
係
と
い
っ
た
事
柄
へ
の
 篤
 胤
の
関
心
は
決
し
 て
こ
の
書
で
唐
突
に
出
現
し
た
の
で
は
な
い
 0
 他
界
の
存
 

在
へ
の
信
仰
は
生
涯
を
 

通
じ
て
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
し
、
霊
魂
が
こ
の
現
世
 0
 人
人
の
目
に
映
じ
な
い
と
し
て
も
、
確
実
に
存
在
し
て
 種
々
の
活
動
を
行
な
っ
 

て
い
る
と
い
う
考
え
も
極
め
て
自
然
に
培
わ
れ
た
と
す
べ
 き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
 、
他
界
観
が
体
系
的
に
 

  

 
 

思
索
さ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
契
機
で
は
な
く
、
他
界
に
 つ
い
て
の
思
索
を
た
え
ず
推
進
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
 で
あ
る
。
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"P 出駕 胤と 

人
の
死
後
、
魂
は
ど
こ
へ
行
く
と
山
人
に
教
わ
っ
た
か
、
 女
子
の
魂
の
行
方
は
ど
う
な
る
の
か
、
神
や
山
人
が
時
 々

凡
人
に
も
見
え
る
 

の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
師
と
行
く
時
、
大
空
を
飛
ん
で
 い
っ
た
の
か
そ
れ
と
も
地
を
歩
い
て
い
っ
た
の
か
・
 な
 ど
と
い
う
幽
界
の
状
況
 

へ
の
関
心
を
示
す
も
の
か
、
除
災
の
た
め
の
呪
術
は
ど
 う
 い
う
こ
と
を
行
な
っ
て
い
た
か
、
魚
鳥
の
採
集
 法
 は
ど
 ぅ
か
 、
手
無
し
婦
人
の
 

懐
妊
 法
 は
ど
う
か
、
痛
風
・
痔
の
薬
・
血
止
め
法
は
知
 ら
ぬ
か
と
い
っ
た
類
、
更
に
は
、
夜
寝
る
か
、
夢
を
見
る
 の
か
、
酒
は
飲
む
の
 

か
 、
男
色
は
あ
る
の
か
と
い
っ
た
 、
 甚
だ
 俗
 っ
ぱ
い
間
 ま
 で
 発
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
 次
攻
 と
大
真
面
目
に
問
 う
て
 い
る
の
を
み
て
い
る
と
、
薦
脚
に
と
っ
て
現
実
世
界
と
 他
界
と
の
区
別
は
奈
 

ぬ
 に
あ
っ
た
の
か
判
然
と
し
な
く
な
っ
て
く
る
。
他
界
 を
 現
実
世
界
と
は
異
な
る
・
別
の
次
元
の
こ
と
の
よ
う
に
 把
握
し
て
い
る
か
と
 思
 

ぅ
と
 、
ま
る
で
隣
の
国
の
人
の
話
を
聞
く
よ
う
な
調
子
 で
あ
っ
た
り
す
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
篤
 胤
 の
 他
 界
 観
の
特
徴
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
現
実
界
と
他
界
は
あ
く
ま
で
異
質
の
も
の
な
が
ら
・
 現
実
界
た
る
顕
界
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
幽
界
は
酷
似
 し
た
構
造
を
も
ち
・
 時
 

に
は
顕
界
か
ら
も
幽
界
の
観
察
が
可
能
で
あ
り
、
幽
界
に
 雑
居
す
る
諸
々
の
 霊
 、
妖
怪
、
仙
人
、
神
々
は
人
間
 さ
 な
が
ら
の
行
動
を
示
す
 

の
で
あ
る
。
 

再
生
の
一
事
例
を
掲
げ
た
「
勝
五
郎
再
生
記
聞
」
は
 、
武
 州
 多
摩
郡
の
勝
五
郎
と
い
う
八
歳
の
少
年
に
つ
い
て
の
 聞
 き
書
 ぎ
で
あ
る
。
 

卯
 
勝
五
郎
が
・
自
分
は
前
生
は
程
 窪
 付
人
兵
衛
の
息
 子
藤
蔵
 で
あ
っ
た
と
舌
口
っ
て
周
囲
を
驚
か
し
、
調
べ
た
 
所
 、
そ
の
通
り
の
事
実
が
あ
っ
 

 
 

Ⅲ
た
の
で
更
に
皆
が
び
っ
く
り
し
た
、
と
い
う
話
を
恕
で
は
本
居
神
の
わ
ざ
で
あ
り
、
 

で
は
い
わ
ゆ
一
口
 

漢
国
 

 
 

  

 
 

 
 

っ
て
、
再
生
現
象
を
肯
定
し
て
い
る
。
再
生
は
顕
界
 

幽
界
顕
界
の
道
筋
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
 体
 験
者
は
い
 う
 な
れ
ば
 幽
 

界
の
見
聞
者
で
あ
る
。
顕
界
か
ら
幽
界
の
あ
り
さ
ま
を
 窺
 う
 こ
と
は
、
お
い
そ
れ
と
は
で
き
ぬ
と
考
え
て
い
た
 篤
 胤
 に
と
っ
・
 
て
 、
そ
れ
は
 

貴
重
な
情
報
源
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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以
て
 、
 

  

 
 

此
 差
別
を
暁
 

@
.
3
 （
 l
 ）
 

力
 ・
・
・
 

ゴ
 @
 

り
 、
は
た
幽
冥
の
 、
畏
 ぎ
こ
と
を
も
 暁
ぬ
 か
し
。
 

 
 

ク
ラ
キ
カ
タ
 

 
 

 
 

り
は
り
分
ち
 
、
 

そ
を
一
間
に
お
き
た
ら
む
が
如
く
 、
そ
 の
 闇
市
よ
り
は
、
開
方
の
よ
く
見
ゆ
れ
ど
、
 

朔
方
よ
り
は
、
 

  

開
方
の
見
え
ぬ
を
 

  

 
 

ア
ゲ
 

ア
キ
 4
 才
 

ざ
 の
よ
く
見
ゆ
め
る
を
、
 八
 此
は
、
古
今
の
事
実
の
上
に
 て、
 

明
に
し
か
知
ら
る
 又
 

こ
と
な
れ
ば
、
今
 例
 を
挙
 て
 
か
 
は
ず
と
も
誰
も
知
 

カ
ゴ
 

ナ
 
；
 ラ
 

 
 

ら
 な
む
。
 V
 

顕
 世
ょ
り
は
、
そ
の
幽
冥
を
見
る
こ
と
あ
た
 は
ず
。
そ
を
 
讐
へ
ば
 、
煙
火
の
籠
を
 、 
白
き
と
 黒
 ぎ
と
 の
 
紙
も
て
、
中
間
よ
 

神
 等
の
所
業
に
対
し
、
時
に
綿
密
な
時
に
自
由
奔
放
な
 

れ
る
。
そ
し
て
、
 顕
 幽
の
関
係
は
 、
 

た
の
で
、
神
に
物
を
舌
口
っ
て
い
た
が
、
 
顕
幽
が
 分
れ
て
 以
 

な
っ
た
時
以
来
分
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
 顕
幽
 

り
 組
み
、
湛
然
一
体
と
な
っ
て
、
 篤
 胤
の
関
心
を
投
映
 

に
 他
界
へ
の
飽
く
こ
と
な
き
関
心
と
い
う
も
の
が
存
在
し
 

で
あ
ろ
う
。
「
古
学
の
徒
」
と
し
て
の
 
篤
 胤
の
意
識
が
こ
 

で
 展
開
さ
れ
た
よ
う
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
並
べ
て
考
え
る
 

の
 類
を
予
想
せ
し
め
、
好
意
的
評
価
を
し
て
も
、
好
事
家
 

神
道
の
体
系
化
と
い
う
要
請
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
 他
 

篤
 胤
の
解
釈
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
顕
界
と
幽
界
は
 、
大
 

此
 顔
回
を
お
ぎ
て
、
Ⅱ
 
こ
ロ
 

り
 
刀
ル
 
@
 

 
 

解
説
を
加
え
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
だ
け
取
り
出
し
て
 

し
て
い
る
。
 

の
 辺
に
働
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
底
部
分
に
 、
ヵ
 

界
の
構
造
に
つ
い
て
の
神
学
も
理
論
的
に
整
備
・
完
成
さ
 

来
、
そ
う
い
う
現
象
を
人
間
が
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
 

が
い
ま
だ
分
れ
な
か
っ
た
時
は
、
鳥
獣
万
物
は
幽
界
に
 

と
 、
そ
の
も
つ
意
義
を
多
少
と
も
浮
か
び
上
ら
せ
る
こ
 

と
 い
 こ
ノ
 
表
現
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
こ
た
几
を
口
車
一
皿
 

た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
 0
 死
後
の
世
界
、
幽
界
、
仙
 

も
 、
幽
冥
ま
た
冥
府
と
は
 云
 へ
る
な
り
。
さ
て
、
そ
の
 冥
，
 

，
 

一
処
あ
る
に
も
あ
ら
ず
、
直
に
こ
の
顔
回
の
 

ク
 
。
 チ
ウ
ソ
ア
 -
 内
 
ゥ
チ
 
い
づ
こ
に
 

国
主
神
が
顕
界
の
支
配
権
を
皇
実
株
 命
 に
譲
り
・
自
ら
 

の
 真
柱
 ヒ
 、
「
古
史
伝
 
L
 

眺
め
る
と
・
奇
人
変
人
 

境
 、
神
代
は
互
い
に
 入
 

属
し
、
神
に
属
し
て
い
 

と
が
で
き
る
。
 

ぬ
 よ
 う
 に
な
っ
た
と
さ
 

オ
ス
的
状
況
の
ま
ま
 

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
 

 
 府

 よ
り
は
人
の
し
わ
 

は
 幽
界
の
支
配
主
と
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と
 説
明
さ
れ
る
。
 

顕
 幽
の
分
界
し
た
経
緯
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
 

ほ
 ば
 右
の
よ
う
な
解
釈
で
一
貫
し
て
お
り
、
原
理
的
側
面
 

は
 一
応
確
立
さ
れ
て
 

い
た
と
い
う
事
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
幽
 

界
 の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
は
知
覚
に
限
界
が
あ
る
こ
と
 

を
 自
覚
し
て
い
た
。
 

前
 

に
も
触
れ
た
が
、
人
の
死
後
の
魂
の
行
方
に
つ
い
て
の
 

解
 釈
 は
そ
の
良
い
例
で
あ
る
。
祖
先
を
祀
る
心
構
え
に
 

っ
 い
て
 
記
 L
 
し
 
七
に
 
目
工
 

上
 
翠
口
 

千
之
 
巻
 に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
 

す
べ
て
人
の
霊
魂
と
云
も
の
は
。
霊
の
眞
 

柱
 に
も
申
し
 

た
る
如
く
。
千
代
常
磐
に
つ
く
る
事
な
く
。
 

消
る
 
事
な
く
 
。
墓
所
に
も
あ
れ
。
 

撒
こ
内
衆
基
層
 
仰
 

下
田
 
馬
 

た
 。
古
伝
を
補
 

う
 べ
く
い
ろ
ん
な
資
料
を
集
め
て
き
た
。
 

 
 

祭
昼
 
に
も
あ
れ
其
の
祭
る
慮
に
。
き
っ
と
居
る
事
で
。
 

き
物
ぞ
 
。
な
ど
思
は
れ
ず
。
（
 

%
 
）
 

古
伝
を
も
と
に
幽
界
像
を
明
確
に
し
ょ
う
と
し
た
が
 

所
 

も
 現
じ
。
ま
た
謁
し
言
な
ど
も
い
た
す
故
に
。
 

こ
ュ
 
を
 

る
事
能
 
は
ず
。
ま
た
先
方
よ
り
。
親
し
く
も
の
を
舌
口
 

ひ
 夫

 は
か
の
頭
と
 

幽
 と
の
へ
だ
て
が
あ
る
故
に
。
此
方
よ
り
 

詮
 不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
幽
界
へ
の
関
心
は
汲
め
ど
も
 

と
つ
く
り
と
心
得
 

癖
 へ
て
。
 
心
 と
も
に
其
の
常
に
形
を
見
 

か
け
る
と
 
云
 こ
と
も
。
な
ら
ぬ
訣
で
は
有
る
な
れ
ど
も
。
 

そ
の
集
め
方
に
原
則
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
っ
て
 

よ
い
。
そ
れ
故
、
白
壁
 

時
と
し
て
は
。
形
を
 

尽
き
ぬ
も
の
が
あ
っ
 

は
 。
其
の
形
ち
を
 

見
 

ぬ
庭
 
よ
り
。
消
て
な
 

 
 

信
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を
 述
べ
た
上
で
、
罵
倒
 と
 民
俗
学
の
係
わ
り
に
触
れ
、
 

篤
 胤
が
 民
間
で
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
自
体
を
そ
の
考
察
 0
 対
象
に
え
ら
ん
で
い
 

た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
 篤
 胤
の
評
価
の
仕
方
は
比
較
的
少
数
派
に
属
 す
る
と
言
っ
て
良
い
。
「
古
史
伝
 
ヒ
に
 代
表
さ
れ
る
よ
 う
 な
神
道
思
想
の
体
 

系
 化
と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 だ

が
、
体
系
化
の
試
み
を
神
学
的
側
面
に
お
い
て
評
価
 し
ょ
う
と
し
て
も
限
界
 

は
 見
え
て
き
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
文
献
学
は
宣
長
の
亜
 流
 と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
・
方
法
論
的
に
も
矛
盾
が
 多
い
。
こ
れ
は
田
原
 嗣
 

郎
 氏
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
比
し
、
 
篤
胤
 が
け
れ
ん
味
な
く
描
い
た
他
界
観
 と
 、
そ
の
底
に
横
た
わ
る
雑
多
な
民
衆
の
基
層
信
仰
と
の
 係
 わ
り
に
着
眼
す
る
 

時
 、
そ
こ
に
は
ま
だ
ま
だ
解
明
す
べ
き
問
題
点
が
多
く
 存
す
る
と
言
え
る
。
 

団
結
 

篤
 胤
の
思
想
の
中
に
み
ら
れ
る
呪
術
的
思
考
 法
 、
現
世
上
 目
 宝
主
義
は
応
 衣
 、
彼
が
宗
教
性
の
乏
し
い
人
間
で
あ
る
 と
 見
な
さ
れ
る
一
因
 

と
も
な
っ
た
。
例
え
ば
田
原
嗣
郎
 氏
は
 
「
平
田
単
の
 宗
 教
的
 性
格
・
世
界
宗
教
養
の
 目
 
（
（
の
）
 

番
 0
 コ
ヘ
 発
展
し
よ
う
 と
す
る
そ
の
志
向
に
っ
 

い
て
は
す
べ
て
の
べ
た
が
、
平
田
学
の
全
体
的
な
構
成
か
 ら
 考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
表
現
と
規
模
に
も
か
か
わ
 
ら
ず
、
現
世
的
規
範
Ⅱ
 

「
 道
 」
に
も
っ
と
も
ウ
ェ
イ
ト
が
か
げ
ら
れ
、
そ
の
規
範
 の
 支
柱
が
来
世
に
求
め
ら
れ
た
た
め
に
平
田
単
全
体
が
ゐ
 
ホ
教
的
色
彩
を
帯
び
る
 

の
で
あ
っ
て
 、
 実
は
そ
の
宗
教
的
性
格
は
案
外
に
稀
薄
で
 あ
り
、
「
極
楽
よ
り
は
此
の
世
が
楽
し
み
だ
 
口
給
靭
 顎
音
 ）
と
い
う
彼
の
三
口
業
 は
 ・
 

不 
ま 窟 L 
た に 
  一己 口 - - 

  

  
% なると篤という 

風光 調文 

生の文 の中で、 

  3 」 （ ・。 @c ） 4 

折 と 

述ベ の ロ 

こ て   
講 る 
演 の 
文 は 
に 興 

  
三 る O 
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配
意
識
の
中
に
お
い
て
こ
そ
・
宗
教
と
非
宗
教
と
の
 

境
界
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
る
も
の
の
萌
芽
を
読
み
と
っ
 

て
い
 か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

篤
 

 
 
 
 

篤
 胤
の
場
合
、
彼
の
作
業
に
注
目
す
る
と
、
 

折
 口
 が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
 
よ
う
 に
、
「
材
料
だ
 
け
 集
め
 て
お
い
て
、
 
某
 材
料
を
・
 

ぱ
、
 

 
 唐

薦
 風
 先
生
は
役
に
立
て
な
い
で
し
ま
 
っ
た
 

。
」
（
 

8
 
3
 ）
 

3
 面
が
あ
る
の
だ
が
、
宗
教
意
識
の
点
か
ら
言
 

う
 な
ら
 、
無
意
識
の
領
域
か
ら
多
く
 

信
 

 
 

星
識
 化
が
充
分
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
 

う
 。
 し
 か
し
、
こ
の
天
分
化
な
宗
教
 

（
 
丈
 ）
 

そ
の
一
面
を
表
現
す
る
も
の
と
私
は
考
え
る
」
と
述
べ
 て
い
る
。
 

宗
教
的
か
否
か
は
、
定
義
の
問
題
に
帰
せ
ら
れ
る
面
も
 あ
る
け
れ
ど
も
・
そ
れ
以
上
に
・
研
究
者
の
宗
教
観
に
 ょ
 っ
て
判
断
が
な
さ
れ
 

る
 。
 篤
 胤
の
宗
教
性
を
全
般
的
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
 な
い
が
・
民
衆
基
層
信
仰
と
の
 係
 わ
り
で
見
た
場
合
、
 
ど
 う
 い
 う
 視
野
を
開
く
べ
 

き
で
あ
ろ
う
か
。
 

驚
風
 が
 典
型
的
宗
教
者
、
宗
教
的
天
才
 と
忙
 @
 え
ぬ
で
 あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
啓
示
性
、
倫
理
性
に
も
 乏
 し
い
。
し
か
し
、
 
民
 

衆
の
中
に
あ
っ
た
生
き
た
感
覚
を
捉
え
る
才
能
は
豊
か
 で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
 

篤
胤
が
 民
衆
の
基
層
 信
仰
を
吸
収
し
て
い
た
 

と
い
う
視
点
は
、
事
実
と
し
て
、
 

篤
 胤
の
信
仰
の
中
に
民
 衆
 信
仰
の
諸
形
態
が
混
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
 露
 わ
に
す
る
も
の
で
あ
 

る
 。
こ
れ
に
加
え
て
、
基
層
信
仰
と
い
う
も
の
と
の
 係
 り
に
幾
分
大
胆
な
仮
定
を
導
い
て
み
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
 意
識
の
崩
 芽
 状
態
に
お
 

い
て
は
、
妖
怪
、
霊
魂
、
死
と
再
生
と
い
っ
た
観
念
や
 、
 フ
ロ
イ
ト
的
用
語
法
に
よ
る
快
感
原
則
の
支
配
と
い
う
 も
の
が
中
核
に
あ
る
の
 

で
は
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
次
元
に
お
い
て
、
 

基
 層
 信
仰
は
歴
史
的
宗
教
の
発
生
の
条
件
と
な
り
 ぅ
る
側
 面
を
有
し
て
い
る
 け
 れ
 

ど
も
、
個
人
心
理
の
次
元
で
も
・
基
層
信
仰
が
内
包
す
 る
よ
う
な
も
の
は
、
個
人
の
意
識
が
宗
教
的
回
心
、
高
度
 の
 宗
教
的
倫
理
性
へ
と
 

結
実
す
る
母
体
に
な
り
 ぅ
 る
も
の
で
か
と
考
え
 る
の
 で
あ
る
。
（
 

7
 
3
 

）
 



 
 

 
 

 
 

註
 （

 1
 ）
平
田
篤
胤
に
関
す
る
明
治
以
降
の
主
た
る
研
究
書
、
論
 
文
の
文
献
目
録
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
の
時
点
で
 知
り
得
た
も
の
で
 作
 

成
し
た
が
、
こ
れ
は
 
コ
 国
学
院
雑
誌
 ヒ
セ
四
｜
 一
一
に
収
録
さ
 
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
管
見
に
ふ
れ
た
研
究
書
、
論
文
は
次
 
の
 通
り
で
あ
 

る
 。
 尚
 、
ョ
国
学
院
雑
誌
 ヒ
 の
こ
の
 号
 自
体
が
平
田
篤
胤
特
輯
 号
 で
あ
る
の
で
、
 
篤
胤
に
 
関
し
て
、
総
論
・
学
問
篇
，
宗
教
篇
 
・
歴
史
篇
の
 
セ
 

ク
シ
，
 
ン
が
 も
 う
 げ
ら
れ
て
、
多
く
の
興
味
の
あ
る
論
文
が
寄
 せ
ら
れ
て
い
る
。
 

松
本
 滋
 
「
二
つ
の
生
死
 観
 １
１
 官
 長
・
驚
風
 に
 見
る
人
間
の
生
 死
へ
の
構
え
１
１
」
、
 
円
 聖
心
女
子
大
学
論
叢
 ヒ
 四
三
・
昭
和
四
十
 
九
年
六
月
。
 

三
木
正
太
郎
「
「
気
吹
屋
門
人
 帳
 L
 小
考
１
１
門
人
の
年
次
別
 
国
別
分
布
を
中
心
に
 ｜
 
」
、
 日
 皇
学
館
大
学
紀
要
ヒ
一
二
 、
昭
和
五
十
 

年
 一
月
。
 

小
林
健
三
「
平
田
神
道
の
研
究
 
ヒ
 、
古
神
道
 仙
洗
 教
本
庁
、
昭
 和
 五
十
年
十
月
。
 

芳
賀
 登
 
「
平
田
芋
と
民
衆
宗
教
運
動
」
 
ヨ
 季
刊
現
代
宗
教
 ヒ
一
｜
 五
 、
 N
S
 

出
版
会
、
昭
和
五
十
一
年
六
月
。
 

（
 2
 ）
六
手
書
房
、
昭
和
士
 
セ
年
 十
二
月
。
 

（
 3
 ）
錦
正
社
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
。
 

（
 4
 ）
田
原
嗣
郎
 コ
 平
田
篤
胤
 ヒ
 （
人
物
叢
書
）
、
吉
川
弘
文
館
 
、
昭
和
三
十
八
年
、
三
頁
。
 

（
 5
 ）
「
平
田
篤
胤
 し
 、
 費
文
 館
、
昭
和
十
五
年
十
二
月
。
 

（
 6
 ）
風
間
書
房
、
昭
和
十
九
年
一
月
。
 

（
 7
 ）
回
書
、
 
セ
 四
頁
。
 

（
 8
 ）
「
平
田
篤
胤
全
集
ト
第
九
巻
、
内
外
書
籍
株
式
会
社
（
 
は
下
 「
全
集
ヒ
と
格
）
、
昭
和
八
年
十
二
月
。
二
三
四
頁
。
 

（
 9
 ）
回
書
、
一
一
一
八
二
 @
 
三
頁
。
 

（
㎎
）
回
書
、
四
 0
 九
頁
。
 

（
 皿
 ）
回
書
、
四
三
五
 
?
 
六
頁
。
 

（
は
）
同
室
 日
 、
七
一
頁
。
 

（
Ⅱ
 
り
 ）
同
室
 串
 、
 -
 
八
一
 @
 
一
一
頁
。
 

と
に
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
  

 



平田篤胤と民出基層信仰 

（
 拉
 ）
例
え
ば
田
原
嗣
郎
氏
の
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
 

「
平
田
的
古
典
学
の
方
法
に
お
い
て
は
、
 

宣
長
学
 の
も
っ
歴
史
 意
識
が
失
わ
れ
て
、
古
代
と
経
験
的
事
実
と
が
混
同
せ
ら
れ
、
 経
 験
 的
な
事
実
 

の
 解
釈
が
古
典
記
載
の
神
話
に
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
、
そ
こ
か
 ら
 得
ら
れ
た
理
論
を
他
の
神
話
の
解
釈
に
適
用
し
、
こ
の
種
の
 理
論
に
よ
る
類
 

推
 に
よ
っ
て
 
、
 実
は
古
典
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
 て
も
、
そ
れ
が
実
在
し
た
と
拡
張
解
釈
し
事
実
と
し
て
認
定
す
 る
の
で
あ
る
 
0
 」
 

（
 
@
 掲
ま
目
、
一
一
八
七
頁
）
 

（
 然
 ）
口
車
一
正
の
真
柱
 ヒ
 昌
平
田
篤
胤
・
伴
信
 友
 ・
大
国
隆
正
ヒ
 （
日
本
思
想
大
系
）
一
二
頁
。
 

（
 笏
 ）
同
室
 日
 
一
一
丁
 
二
 一
言
 
只
 。
 

（
 お
 ）
こ
の
書
は
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
午
に
書
か
れ
た
も
の
 
で
、
三
大
と
は
 天
 
・
 力
 
・
泉
を
さ
し
、
そ
の
生
成
に
つ
い
て
 十
 図
を
示
し
て
説
明
し
 

た
も
の
で
あ
る
。
 

（
 托
 ）
 
篤
 胤
も
十
個
の
図
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
第
一
 
二
図
は
中
庸
の
も
の
と
全
く
同
じ
、
第
三
・
四
図
は
ほ
ん
の
 一
部
の
み
修
正
、
第
 

五
図
以
下
が
若
干
修
正
さ
れ
た
も
の
、
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 

（
 笏
 ）
「
津
田
左
右
吉
全
集
 
L
 第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
 十
九
年
六
月
。
二
八
八
頁
。
 

 
 

（
 ハ
 ）
例
え
ば
、
田
原
嗣
郎
 
氏
は
、
 「
こ
の
愛
す
る
妻
を
冥
界
へ
 
送
る
こ
と
を
一
転
機
と
し
て
、
彼
が
幽
冥
界
に
つ
い
て
の
 思
 索
 
を
一
層
凝
ら
し
た
 

4
1
 

の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
あ
る
 ま
い
。
」
（
前
掲
喜
一
四
 セ
頁
 ）
と
述
べ
、
芳
賀
 
登
氏
も
、
 
「
 そ
 れ
と
共
に
今
一
 

（
 
4
1
 

，
 ）
「
全
集
」
 第
セ
巻
 、
昭
和
六
年
八
月
。
一
一
 
@
 頁
。
 

（
 
巧
 ）
回
書
、
一
一
 セ
頁
 。
 

（
 
騰
 ）
回
書
、
一
一
七
頁
。
 

（
 
け
 ）
村
岡
典
嗣
、
「
 
官
 長
と
 篤
胤
ヒ
 
、
創
立
社
、
昭
和
三
十
二
 
年
 十
二
月
。
 四
セ
 ?
 八
頁
。
こ
こ
で
伝
記
者
と
は
渡
辺
今
道
 

の
 こ
と
を
さ
す
が
、
 
渡
 

（
 
勿
 ）
田
原
嗣
郎
 氏
は
 、
こ
の
 ょ
う
 な
現
実
的
人
情
の
尊
重
が
 

。
（
 

（
 
B
 
め
 

）
村
岡
典
嗣
、
前
掲
 
）
こ
こ
に
は
拝
む
べ
 

そ
，
，
，
，
 

書
 
き
 

神
々
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
 

辺
 自
身
は
、
驚
風
の
こ
う
い
っ
た
態
度
を
時
代
の
産
物
と
し
て
 

、
人
間
観
に
お
け
る
貫
長
と
の
大
き
な
差
と
し
て
い
る
。
（
前
掲
 

 
 

捉
え
、
天
保
時
代
の
武
士
の
信
仰
は
皆
こ
の
程
度
で
あ
る
と
 

評
 

宮
前
鎮
守
 神
 。
 家
之
 

重
日
、
一
一
一
二
一
百
 

只
 
）
 

し
て
い
る
。
 

神
棚
。
 祓
処
 神
算
。
 塞
 秤
竿
。
思
慮
秤
竿
。
屋
船
 
神
 。
御
歳
神
 
等
 。
 竃
神
等
 。
水
屋
秤
竿
。
 
守
 。
風
神
。
先
祖
露
量
。
 

（
 
乃
 ）
「
伊
吹
 於
 目
上
 
ぬ
ヒ
、
四
セ
頁
 

。
 



つ
考
 虜
の
中
に
入
れ
る
べ
 き
 こ
と
に
、
馬
櫛
の
 
霊
能
 真
柱
完
成
 を
 早
め
た
の
は
、
糟
糠
の
妻
綾
瀬
（
 織
瀬
 の
ま
ち
が
い
筆
者
 
）
夫
人
の
は
げ
 

4
2
 

ま
し
と
、
そ
の
死
が
も
た
ら
し
た
ら
 傷
が
 、
霊
界
へ
の
道
、
 

魂
 0
 行
方
を
考
え
さ
せ
る
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
 い
か
。
」
（
「
 平
 

 
 
 
 
 
 
 
 

出
駕
胤
の
死
後
安
心
論
」
「
国
学
院
雑
誌
 

L
 
セ
回
 ｜
 一
一
所
収
、
 

一
五
九
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

（
 
お
 ）
安
蒜
 谷
 正
彦
「
驚
風
と
「
死
ヒ
 

0
 間
頭
」
昌
国
学
院
 雑
 誌
 」
七
四
 ｜
 一
一
所
収
）
。
 

（
㏄
）
例
え
ば
、
村
岡
典
嗣
（
前
掲
 書
 ）
七
七
 @
 人
 0
 頁
 。
 

（
㎝
）
 

零
 並
の
真
柱
 ヒ
 
（
前
掲
 書
 ）
一
一
九
頁
。
 

（
㌍
）
「
 玉
樺
ヒ
 
千
之
 巻
 、
平
田
学
会
、
明
治
四
十
五
年
二
月
 、
 四
 0
 
 一
頁
。
 

（
㏄
）
「
 玉
檸
 」
 四
之
巻
 、
同
、
一
五
五
 @
 六
頁
。
 

（
 
巴
 ）
「
折
口
信
夫
全
集
 ヒ
 第
二
十
巻
、
中
央
公
論
社
（
文
庫
 版
 ）
、
昭
和
五
十
一
年
八
月
。
二
三
四
頁
 
"
 

（
 
鍋
 ）
「
平
田
篤
 胤
 y
L
 （
日
本
の
名
著
）
所
収
、
七
 
@
 九
頁
。
 

（
㏄
）
前
掲
 書
 、
二
九
三
頁
。
 

（
 
舘
 ）
こ
の
よ
う
な
着
想
は
筆
者
独
白
の
も
の
で
ほ
な
い
 
0
 
例
 え
ば
、
 
オ
 
ソ
ト
ー
が
「
聖
な
る
も
の
」
の
中
で
、
「
 戦
傑
 す
べ
 き
 私
議
」
と
し
て
 述
 

べ
た
も
の
を
、
 
ュ
ソ
ク
 の
言
う
「
ア
一
 
キ
 
タ
イ
プ
」
と
い
っ
た
 も
の
に
は
、
こ
れ
と
共
通
の
発
想
 法
 が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
 考
え
て
い
る
。
 

（
 
鍵
 ）
前
掲
 書
 、
三
四
 セ
頁
 。
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は
じ
め
に
 

唯
識
思
想
に
お
け
る
 否
 定
 

横
山
紘
一
 



で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
察
す
る
に
、
唯
識
 楡
伽
 行
 旅
 な
 形
成
し
た
人
び
と
は
、
自
己
の
内
的
心
理
を
あ
く
 こ
 と
な
く
観
察
分
析
し
、
 

何
が
真
実
に
存
在
す
る
か
を
追
い
求
め
て
き
た
と
 言
，
え
 
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
情
熱
が
、
 三
 自
性
・
 三
 無
目
性
と
い
 ぅ
 見
事
な
理
論
体
系
を
 

築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
 

で
は
・
彼
ら
は
自
己
の
認
識
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 何
を
否
定
し
・
何
を
肯
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 ま
 ず
こ
の
問
題
に
関
し
 

て
 唯
識
思
想
を
最
初
に
ま
と
め
た
と
い
わ
れ
る
口
癖
深
密
 経
口
の
所
説
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
 

我
わ
れ
は
、
外
界
の
事
象
あ
る
い
は
内
界
の
心
的
活
動
 を
 認
識
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
を
さ
ま
ざ
ま
な
「
概
念
」
（
 0
0
 
臣
 8 せ
由
 
0
 コ
 ）
に
 よ
 

っ
て
把
握
す
る
。
例
え
ば
、
 ホ
 ・
 草
 ・
石
な
ど
の
諸
概
念
 に
よ
っ
て
外
界
の
自
然
を
観
察
し
、
 苦
 ，
 楽
 ・
痛
な
ど
 の
 諸
概
念
に
よ
っ
て
 内
 

界
の
心
情
を
感
受
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
諸
概
念
は
 か
な
ら
ず
、
言
語
（
こ
と
ば
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
 そ
 の
 概
念
に
相
応
す
る
事
 

物
 に
名
辞
つ
ま
り
名
前
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
我
わ
れ
 の
 認
識
（
概
念
的
思
考
）
は
 、
 常
に
概
念
お
よ
び
そ
の
 日
 （
 
体
的
 表
出
で
あ
る
言
語
 

を
 媒
介
と
し
て
な
さ
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
㍉
解
深
密
経
口
の
作
者
は
、
こ
の
よ
う
に
 認
 誠
 に
必
然
的
に
つ
き
ま
と
う
概
念
な
い
し
言
語
を
全
面
的
 に
 否
定
す
る
。
か
の
 

「
勝
義
諸
相
見
」
第
二
の
冒
頭
に
「
一
切
法
は
無
二
で
あ
 

 
 

い
で
 血
ど
一
 
（
仁
セ
 
簿
 セ
 ル
 ）
 

で
あ
る
理
由
を
述
べ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
一
切
法
は
仏
教
に
 お
い
て
は
「
有
為
」
と
「
無
為
」
と
に
二
分
類
さ
れ
 
る
が
、
こ
の
一
切
法
は
 

「
有
為
」
で
も
「
無
為
」
で
も
な
い
か
ら
 虹
ご
 一
で
あ
る
。
 
な
ぜ
な
ら
「
有
為
」
も
「
無
為
」
も
我
わ
れ
の
分
別
 a
 銭
安
 ゅ
与
曲
 
）
よ
り
生
じ
 

た
 言
語
（
 丁
 a
v
a
 

ず
ゅ
あ
サ
民
荻
づ
 

じ
で
あ
り
、
そ
れ
は
軍
士
 

 
 

る
と
い
う
。
で
は
、
 存
 

の と 

出笘ァ 部分 定型   
識れキ 
さ る 。   た Ⅱ た 麓 （ （ ァ 

も の や 

ち前 芽 う のの 
有 平 
在 の 
（ A 
目 の 

部分は 捧 田づ 
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唯識思想における 
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す 
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甘り 
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  否定 

と
い
う
。
 

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
我
わ
れ
は
少
な
く
と
も
次
の
結
 論
を
得
た
。
 

 
 

「
概
念
や
舌
口
語
に
よ
っ
て
は
存
在
の
木
質
，
本
性
、
つ
ま
 

り
 存
在
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
 

こ
の
、
い
わ
ば
認
識
論
的
否
定
は
 、
 裏
を
返
せ
ば
、
「
 存
 在
の
本
性
・
究
極
的
存
在
は
概
念
・
言
語
を
は
な
れ
て
 存
在
す
る
」
 

い
わ
ば
存
在
論
的
肯
定
と
な
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
 枚
 数
の
関
係
上
、
割
愛
す
る
こ
と
に
し
て
、
本
論
文
で
は
・
 前
者
の
問
題
 

り
あ
げ
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。
 

と
い
う
、
 

の
み
を
と
 

（
 
4
.
 

）
 

㈹
 不
 。
 嬰
 言
説
（
㈲
 絶
二
 諸
表
示
（
㈲
 絶
二
 諸
評
論
 -
 
と
い
 ぅ
 五
つ
の
理
由
よ
り
「
一
切
の
尋
思
（
 守
キ
 P
 ）
の
境
を
 

超
過
し
た
 

相
 」
で
あ
る
 

在
す
る
も
の
（
 法
 ）
の
本
性
（
性
）
、
つ
ま
り
「
法
性
」
（
 

如
才
銭
目
 
曲
 
（
 
W
 ）
と
は
何
か
、
と
い
え
ば
・
そ
れ
は
「
雑
言
 法
性
」
（
 曲
 
p
P
 
プ
ず
 
ナ
寸
づ
）
 

曲
 
・
 

宙
才
 
P
q
 
日
 P
 団
 ）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
在
の
本
性
は
概
念
 や
き
口
語
を
超
絶
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
表
現
不
可
能
な
 
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
 

に
 我
わ
れ
は
そ
の
 離
 言
の
法
性
を
理
解
せ
ず
、
有
為
・
 血
 ハ
為
 
と
い
う
概
念
に
対
応
す
る
事
物
が
実
在
す
る
と
思
い
 誤
 ま
っ
て
い
る
。
し
か
 

し
 事
実
は
・
た
だ
・
有
為
・
無
為
と
い
う
 想
 
（
の
が
千
古
 

ゆ
 
）
つ
ま
り
概
念
作
用
（
 0
0
 
目
 8
 Ⅱ
ざ
し
が
あ
る
の
み
で
、
 概
念
に
相
応
す
る
実
在
 

的
 事
物
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
。
 

ま
た
 雑
 言
法
性
は
勝
義
（
 玉
 3
 日
 a
r
 
（
 
ァ
リ
 白
垂
局
の
対
象
 事
物
・
真
理
）
と
も
い
わ
れ
、
勝
義
は
 、
 ㈲
聖
者
内
宮
 所
証
、
㈲
無
相
所
行
・
 



の
づ
 
申
す
 
才
ゆ
ぷ
 
）
で
あ
る
。
存
在
は
人
（
 せ
 
/
 宙
 m
p
P
p
 

）
と
法
 

我
を
説
く
の
に
対
し
て
、
大
乗
は
両
者
と
も
否
定
し
て
 

除
い
た
存
在
一
般
を
指
す
が
、
唯
識
 楡
 加
行
旅
 は
、
こ
 

（
「
 
人
 と
法
」
の
か
わ
り
に
、
「
 人
と
 通
計
 所
執
 自
性
」
 （

 
伍
ず
 望
日
じ
と
に
二
分
さ
れ
る
。
小
乗
は
こ
の
う
ち
人
の
 存
在
を
否
定
し
て
大
熱
 

人
法
二
無
我
を
主
張
す
る
。
 

人
 ・
法
の
う
ち
・
 

法
 と
は
、
 

い
わ
ば
生
命
的
存
在
を
 

の
 存
在
一
般
を
穏
（
 守
麓
宙
鯨
 ・
の
 

4
 曲
 
サ
 ゴ
 曲
舌
 
と
い
う
 
一
 
で
 
総
称
し
ょ
う
と
す
る
 

（
 
l
l
 

l
 ）
 

と
 記
す
例
が
多
い
）
。
そ
し
て
・
こ
の
通
計
 所
執
 自
性
の
 存
在
を
否
定
す
る
，
」
と
 

未
 す
る
。
と
こ
ろ
で
仏
教
は
一
般
に
概
念
的
思
考
を
強
 く
 否
定
す
る
立
場
上
、
 
p
p
 日
の
に
対
す
る
考
察
が
深
め
ら
 ね
 、
部
派
仏
教
の
説
 一
 

切
 有
部
に
い
た
っ
て
 、
コ
 曲
目
の
は
 名
 
・
 句
 
・
文
の
名
 、
つ
 ま
り
、
何
ら
の
意
味
を
も
つ
最
小
単
位
の
こ
と
ば
（
 単
 語
 ）
を
指
す
 よ
う
 に
 な
 

っ
た
 。
し
か
も
そ
れ
は
不
相
応
 行
 の
一
つ
で
あ
り
、
具
体
 的
に
声
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
 語
 
?
 洋
 
音
声
こ
と
ば
 ）
と
区
別
さ
れ
る
，
 
っ
 

ま
り
 
宙
日
曲
 
と
は
、
言
葉
に
発
せ
ら
れ
る
以
前
の
概
念
 （
 n
o
 
口
 c
 
の
 づ
 （
 
ざ
 こ
と
で
も
言
 う
 べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
 に
 対
し
て
こ
の
概
念
が
 

昔
 仝
戸
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
 

ト
は
 、
 
v
a
c
 

、
 注
 三
 %
 瀋
 。
 づ
せ
 
p
 壷
甘
腎
 P
 
 
な
ど
と
い
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
説
一
切
有
部
は
、
存
在
の
諸
要
素
（
諸
法
）
 を
 実
有
で
あ
る
と
み
る
立
場
上
、
当
然
、
「
概
念
」
（
 

名
 ）
を
も
実
在
と
み
な
 

し
た
。
こ
の
有
部
の
概
念
実
在
論
に
強
く
反
 挺
 し
た
の
が
 
、
般
若
・
中
観
思
想
で
あ
る
。
例
え
ば
 
コ
 八
千
 頚
 般
若
 L
 に
 ょ
 れ
ば
、
我
わ
れ
 

（
 
く
 
u
 
）
 

が
こ
と
ば
に
よ
っ
て
概
念
的
に
把
握
す
る
も
の
は
、
「
 
唯
 だ
 名
字
に
す
ぎ
な
い
」
（
 目
日
乱
訂
ぢ
日
緊
 r
a
 

）
、
し
か
も
 

そ
の
名
字
さ
え
も
が
 非
 

（
 
8
 ）
 

（
 
り
 
1
 
）
 

（
 
り
 
Ⅰ
 
レ
 

有
 
（
 我
乙
悶
 日
り
 目
 P
 臼
 じ
で
あ
り
不
生
（
目
の
手
 ぎ
 p
H
4
 

Ⅱ
 （
（
 
麓
 ）
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
竜
樹
の
「
大
智
度
論
し
に
 は
 
「
名
字
の
不
可
得
」
 

が
 力
説
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
般
若
・
中
観
は
、
「
 
因
 縁
生
」
を
基
本
的
理
論
根
拠
と
し
て
、
事
物
（
 法
 ）
 と
 概
念
・
言
語
（
 名
 
・
 名
 

字
 
・
五
 
m
@
 ）
と
の
二
つ
の
存
在
を
共
に
強
く
否
定
す
る
  
 

唯
識
 楡
伽
行
 派
も
基
本
的
に
は
こ
の
路
線
を
踏
襲
す
る
。
 し
か
し
、
「
 唯
だ
 識
の
み
が
存
在
し
・
外
界
の
境
は
存
 在
し
な
い
」
（
唯
識
 無
 

境
 ）
と
い
う
根
本
的
立
場
よ
り
、
概
念
や
言
語
そ
の
も
 の
の
存
在
否
定
よ
り
も
、
概
念
や
言
語
に
よ
っ
て
把
握
さ
 れ
る
事
物
の
存
在
否
定
 

（
 
皿
 ）
 

に
 力
が
注
が
れ
て
い
る
。
ご
 め
 
「
概
念
や
言
語
に
よ
っ
て
 
把
握
さ
れ
る
事
物
」
が
、
三
白
性
の
な
か
の
「
 

通
 計
 所
執
 自
性
」
（
で
 

P
q
 

安
生
息
（
 

a
.
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（
Ⅱ
）
 

で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
か
を
 も
 う
 少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
語
に
対
す
る
直
接
 の
 注
釈
は
見
当
ら
な
い
 

が
 、
今
、
円
成
美
（
 づ
 a
r
 
三
名
 P
 
コ
ロ
 
曲
 ）
自
性
の
黒
ま
三
 の
 
屡
ロ
コ
 
欝
に
対
す
る
解
釈
か
ら
逆
に
お
 
曲
 
（
レ
コ
 

抜
ロ
 
出
目
の
の
 意
味
を
推
測
し
て
み
よ
 

（
㌔
。
）
 

エ
 

う
 。
 屯
 p
H
P
 

田
ゅ
づ
倖
 

コ
ロ
の
に
対
し
て
安
意
 
は
 ㈹
安
東
町
（
 不
 変
異
）
と
㈲
が
 つ
ぢ
銭
 
名
曲
 
甜
 
の
一
一
つ
の
 
ぉ
思
 
味
を
付
し
て
 い
る
。
つ
ま
り
、
存
在
 

轍
 

誤
足
 

的
に
は
変
化
生
滅
し
な
い
こ
と
、
認
識
的
に
は
 
謬
 の
な
い
こ
と
、
を
意
味
す
る
。
ま
た
「
成
唯
識
論
」
 巻
 第
八
お
よ
び
日
向
 述
記
 L
 巻
 

 
 

げ
 
第
九
本
で
ま
 

円
満
（
 

6
 
l
 ）
 一
 （
・
・
（
体
は
遍
に
し
て
 

U
 

処
 と
し
て
 血
 棚
 
き
こ
と
無
し
）
 、
 ㈲
成
就
（
体
は
常
に
し
て
生
滅
に
 非
 ず
 ）
 、
 ㈹
諸
法
の
実
性
（
体
は
 

お
 

（
 
7
 
1
 レ
 

ォ
 
脱
罪
 

，
 
・
 

虚
謬
 に
し
て
諸
法
の
真
理
な
り
）
と
い
う
三
面
 を
も
つ
か
ら
真
如
を
円
成
案
（
 づ
 a
r
 
巨
ゅ
口
 
P
 
ロ
ロ
 
入
 ）
と
名
付
 け
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
 こ
 

鯉
 
の
よ
う
に
せ
い
立
ち
げ
で
 

麓
コ
 
旨
は
い
く
つ
か
の
 
観
占
一
 
よ
り
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
 、
究
極
的
真
理
つ
ま
り
「
 真
 

推
知
」
（
（
 a
 （
 
ず
 a
t
a
 

）
を
形
容
す
る
、
あ
る
い
は
指
示
す
 

る
 語
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
は
、
存
在
的
に
も
、
か
つ
 価
値
的
に
も
、
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沙
 と
は
存
在
的
に
不
完
全
で
、
真
実
に
存
在
し
な
い
こ
と
 

を
 表
わ
す
語
の
 よ
う
 

二
つ
の
語
を
用
い
て
い
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

の
コ
 ）ず
 
い
せ
 
申
す
 
ゴ
 卸
せ
 
酋
円
轄
 

 
 

「
 倫
伽
論
 」
 巻
 第
二
一
十
六
に
「
言
説
さ
れ
た
（
キ
ア
二
曲
目
 の
 ）
も
の
は
不
成
美
（
 る
銭
巨
ゅ
で
曲
 コ
ロ
が
（
 

せ
 じ
で
あ
る
か
 ら
有
 
（
 ザ
ず
 a
v
a
 
）
で
 

に
よ
っ
て
、
「
 法
 」
つ
ま
り
存
在
一
般
を
否
定
し
よ
う
と
 す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
通
計
 
所
執
 自
性
（
通
計
 所
執
 相
口
笛
守
生
宮
守
・
 ず
 F
w
p
 

ゼ
 い
と
も
い
 う
 ）
が
ど
の
よ
う
な
論
理
の
も
と
で
 否
 定
 さ
れ
て
い
る
 

唯
識
詰
論
書
の
所
説
に
よ
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
「
解
深
密
経
」
に
お
い
て
は
、
通
計
 所
執
相
は
 「
 真
 実
有
る
こ
と
無
く
、
無
目
性
性
で
あ
る
Ⅰ
（
 
せ
 。
打
と
 日
 が
幅
Ⅱ
 
仁
す
曳
ヰ
づ
 

（
は
）
 

サ
 0
 
 
曲
ド
宙
 
日
の
宙
で
 
P
 
 
臣
ぎ
 "
 曲
で
曲
～
 

日
 あ
づ
曲
コ
 

コ
 が
 ヰ
 
せ
 p
 日
日
ず
の
 左
手
 ず
卸
づ
 
P
 繍
 ）
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
 通
 計
 折
敷
相
の
否
定
は
 か

 む
 

目
 O
 

 
 



い と 

て の 

  
も一 ぅ 俵君一 
少 に の 依 -     十   所 

ユム       由 -   自 此 
こ @ 生 
こ で   

体 
相 

であ 我る 畢ょ 

わ と 

ね い 
コソ 兄ヒ ヒ一 

は ぅ 

白 楊 
有 。 。 

相 合 
と の 

攻 -   

「相 は何 空華   
か め 故 軸 "   
体 」 

成唯 相と ま、も 「 

議論 何 は ㈲ 「 p-, 

  
セ， 目 」   

す と 

る (2)   
vU@ 日 し 「休 

相 
相 の （ 

につ 血 」 "" 、 22 ） 

  

（
係
り
）
 

通
 計
 所
執
 自
性
 定
毎
ぎ
 宮
相
 り
 宮
相
 無
 改
名
工
 相
 無
性
 ィ
相
 無
性
故
老
恭
二
無
性
 
-
 谷
大
乗
阿
毘
達
磨
 雑
 実
講
 ヒ
巻
 第
十
一
 こ
 

（
㏄
）
 

相
 無
目
性
 謂
 通
計
 所
執
 自
性
。
 
由
二
此
 自
性
体
相
 無
 -
 敗
 
尖
 顕
揚
聖
教
論
」
 
巻
 第
十
六
）
。
 

 
 

 
 

存
在
の
完
全
 態
 、
つ
ま
り
真
実
の
存
在
 を
い
い
、
価
値
的
に
完
 

 
 全

 な
る
も
の
と
は
、
価
値
の
完
全
 態
 、
つ
ま
り
真
実
の
 理
 、
最
高
の
善
を
い
 う
 。
 

以
上
の
で
 a
r
 
ぃ
 
三
業
 曲
 コ
ロ
の
の
意
味
を
遍
 計
所
執
 自
性
の
曲
 づ
麓
 
～
～
三
も
 
P
 コ
ロ
 
a
 に
適
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
 、
 通
 計
 所
執
 自
性
と
 

は
 、
ま
さ
に
 
円
 成
美
自
性
の
正
反
対
に
位
す
る
も
の
、
 

っ
 ま
り
存
在
的
に
も
価
値
的
に
も
「
不
完
全
な
る
も
の
」
 と
な
る
。
我
わ
れ
は
・
 

一
方
の
極
に
存
在
の
完
全
 
態
 
（
 円
 成
美
白
 佳
 Ⅱ
真
如
）
を
 た
て
、
他
方
の
極
に
存
在
の
不
完
全
 態
 
（
 通
 計
 所
 軟
白
 性
 ）
を
位
置
せ
し
め
る
 

唯
識
の
存
在
 観
を
づ
 a
r
 
ぎ
申
ゅ
屯
い
ロ
コ
 

p
 
 
と
曲
 ワ
 a
r
 
巨
ゅ
づ
 
宝
ミ
 が
と
い
う
 対
 概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
伺
い
知
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 

遠
計
 所
執
 自
性
の
非
存
在
性
は
㈲
の
無
目
性
性
す
な
わ
 ち
 、
 相
 無
目
性
性
（
 p
p
 
オ
ゅ
 
曲
や
 
p
 。
田
宮
 
舌
ヴ
ず
卸
せ
 
P
 曲
 ）
 の
 

に
よ
っ
て
統
一
的
に
 

表
現
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
詰
論
書
の
 相
無
 自
性
性
説
を
 検
討
し
、
通
計
 所
執
 自
性
が
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
論
理
の
 も
と
に
否
定
さ
れ
て
い
 

る
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
代
表
的
な
相
 無
 自
性
 説
の
定
義
を
列
記
し
て
み
よ
う
。
 

㈹
 
云
何
 諸
法
相
 無
 自
性
性
。
 
謂
 諸
法
 通
 計
 所
執
相
 。
何
 以
故
 。
北
山
 二
 仮
名
 安
立
 -
 
為
 /
 相
 。
 非
 。
白
手
相
 
安
立
 -
 
為
 上
相
 。
是
政
 説
 省
二
 相
無
 

（
 
り
 
㎏
）
 

自
性
性
 -
%
 解
深
密
経
」
 
巻
第
き
 。
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鮮
 

こ
の
二
つ
は
、
㈹
こ
れ
は
 
A
 で
あ
る
、
㈲
こ
の
 
A
 は
 B
 で
あ
る
、
と
い
う
二
判
断
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
 

，
 
」
の
う
ち
㈹
は
 
、
色
 （
乃
至
）
 

部
識
 、
 眼
 （
乃
至
）
 
煮
 、
色
（
乃
至
）
 
法
 と
い
う
、
 い
 わ
ば
存
在
の
分
類
 
範
 時
の
上
位
概
念
を
用
い
て
判
断
し
 

た
も
の
で
あ
り
、
㈲
は
呵
責
 

唯
 
・
不
可
 
意
 （
乃
至
）
有
為
・
無
為
と
い
う
下
位
 

概
 念

を
用
い
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
 

我
わ
れ
の
認
識
は
（
特
に
仏
 49  (49) 

 
 

さ
ら
に
十
二
処
に
つ
い
て
も
同
様
に
判
断
さ
れ
る
）
。
 

㈹
こ
の
事
物
は
色
で
あ
る
、
（
乃
至
）
こ
の
事
物
は
識
で
 あ
る
。
こ
の
事
物
は
眼
で
あ
る
、
（
乃
至
）
こ
の
事
物
は
 
法
 で
あ
る
。
 

睡
 

㈹
こ
の
色
は
可
 意
 で
あ
る
・
こ
の
色
は
不
可
 意
で
 あ

る
、
こ
の
色
は
有
 見
 で
あ
る
、
こ
の
色
は
無
 見
 で
あ
る
 、
 （
乃
至
）
こ
の
色
は
有
為
 

 
 

  
の   
  
つ 

に人 

  

（
 あ
 ）
 

さ
れ
る
。
 

な
ど
と
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ば
相
の
認
識
論
 約
 定
義
で
あ
る
。
相
が
現
象
と
 

き
、
我
わ
れ
は
次
の
二
概
念
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

㈹
能
相
（
 夢
 P 甲申
）
…
あ
る
事
物
を
し
て
形
相
あ
ら
し
 
め
る
そ
の
形
相
そ
の
も
の
。
 

㈲
所
相
（
 干
肝
速
 ）
：
毛
の
形
相
を
も
っ
て
具
体
的
に
現
 わ
さ
れ
た
現
象
。
 

例
え
ば
、
 生
 ・
 住
 ・
 異
 ・
滅
の
四
相
が
能
相
で
あ
り
、
 有
 為
法
 が
所
相
で
あ
る
。
ま
た
 

実
の
三
相
が
能
相
で
あ
り
、
 心
 ・
心
所
・
 色
 ・
不
相
応
 
・
無
為
の
五
つ
が
所
相
で
あ
る
 

今
、
相
を
能
相
と
所
相
と
に
二
分
し
た
が
・
し
か
し
、
 現
 実
の
我
わ
れ
の
認
識
に
お
い
 

わ
ち
事
物
の
形
相
が
具
体
的
に
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
、
通
計
 所
執
 自
性
が
相
 無
 自
性
で
あ
る
と
い
う
 場
 合
 の
 相
 と
は
何
か
、
と
い
う
 

物
を
知
覚
し
て
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
判
断
（
分
別
）
 す
る
が
、
そ
の
判
断
の
仕
方
は
 し

て
 顕
 わ
れ
る
機
構
を
概
念
的
に
考
察
す
る
と
 

、
唯
識
的
に
は
、
通
計
 所
執
 ・
俊
也
 起
 
・
 円
成
 

（
 
あ
 ）
 

と
い
う
説
が
あ
る
。
 

て
は
、
両
者
が
一
つ
に
結
合
し
て
、
能
相
す
な
 

問
題
の
考
察
に
移
ろ
う
。
我
わ
れ
は
、
あ
る
事
 

、
仏
教
的
用
語
を
用
い
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
 

（
 
3
 
2
 ）
 

相
 
（
～
が
 

ガ
の
 
曲
や
 
P
 ）
と
は
標
識
・
殊
勝
・
祥
瑞
の
意
味
、
 お
 る
い
は
「
現
象
と
な
っ
て
具
体
的
に
我
わ
れ
に
知
覚
 さ
 れ
る
事
物
の
形
相
」
（
 

4
 
2
 ）
 



舌
口
語
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
通
計
 

所
執
 自
性
の
相
 無
 自
性
を
考
え
る
場
合
・
最
も
重
要
な
 ポ
 イ
ン
ト
 

相
 無
目
性
と
は
、
前
記
し
た
よ
 う
 に
白
禍
が
無
い
こ
と
で
 あ
る
。
宮
相
（
の
 4
 曲
）
の
芽
 

P
 ゅ
 じ
と
は
あ
る
一
つ
の
事
物
そ
 れ
の
 

（
 
几
 
2
 
Ⅰ
）
 

（
 
穏
 ）
 

る
 、
そ
れ
自
か
ら
の
固
有
の
形
相
を
い
 う
 。
そ
し
て
い
か
 な
る
概
念
も
言
語
も
こ
の
宮
相
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
 き
な
い
 

識
 
一
般
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
わ
れ
が
、
 

色
 

受
 ・
想
な
ど
、
あ
る
い
は
吉
見
・
魚
見
・
有
漏
・
無
漏
 ・
有
為
 

あ
る
い
は
 我
 
・
 法
 
・
 有
 
・
 虹
 T
 
 一
 ・
 異
 
・
 倶
 
・
下
値
ハ
な
（
 

0
 
3
 

）
 ど
 、
と
い
う
諸
概
念
に
よ
っ
て
認
識
す
る
事
物
の
諸
相
は
 す
べ
て
 

（
ー
）
 

甘
 
3
 

に
よ
っ
て
比
倫
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
（
 珪
 片
ロ
Ⅱ
の
 

オ
ゅ
 
～
（
包
み
づ
 

が
 ）
で
あ
り
、
事
物
の
自
 相
 そ
の
も
の
で
は
な
い
 0
 し
た
 が
っ
て
 

相
 無
目
性
で
あ
る
と
い
う
 "
 

概
念
・
言
語
に
よ
っ
て
笛
竹
げ
ら
れ
た
相
の
否
定
は
 、
同
 時
に
相
に
よ
っ
て
 表
 お
さ
れ
る
事
物
の
存
在
性
の
否
定
 へ
と
 

れ
ば
概
念
に
対
応
す
る
実
在
の
否
定
で
あ
る
。
し
か
る
 に
 我
わ
れ
は
通
常
、
概
念
や
言
語
に
対
応
す
る
事
物
が
実
 体
 と
し
 

考
え
る
。
こ
の
我
わ
れ
の
 誤
 ま
っ
た
認
識
を
唯
識
論
 書
 は
 次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
 

（
㌍
）
 

㈹
一
切
愚
夫
 於
二
 諸
相
中
 -
 
名
言
 所
 。
 縛
故
 。
 当
 。
 知
如
 。
 名
如
 。
盲
船
：
所
詮
 事
 -
 
妄
執
二
目
 年
 
（
「
 
楡
伽
論
 ヒ
巻
 第
 セ
 十
三
）
 

㈲
若
虫
二
言
説
 -
 
仮
 土
エ
老
 &
 千
遍
 ，
 
計
 諸
法
決
定
自
性
 -
 （
「
 
楡
伽
論
ヒ
巻
第
セ
 十
四
）
。
 

㈹
愚
夫
は
遍
 計
所
執
 の
 色
 等
を
事
物
（
せ
り
の
 
日
 ）
 と
し
 て
 分
別
す
る
（
「
中
辺
分
別
論
安
意
訳
 
き
 。
 

と
な
る
。
 

み
に
限
定
さ
れ
 

と
見
る
の
が
 唯
 

・
無
為
な
ど
、
 

、
概
念
や
言
語
 

こ
の
意
味
で
、
 

な
る
。
換
言
す
 

て
実
在
す
る
と
 

教
 で
い
う
通
計
 
b
p
n
 円
 
F
p
 与
ダ
妄
 分
別
 
4
%
 
ゅ
迂
 P
 
 は
）
 、
 

 
  

 
 
 

「
 A
 

は
 B
 

で
あ
る
」
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
判
断
作
用
で
あ
る
 0 
そ
し
て
こ
の
 
B
 

の
述
語
の
 部
分
が
、
つ
ま
り
 通
 計
前
歌
自
性
の
相
に
相
当
す
る
。
 

前
 に
 
相
と
は
事
物
の
形
 

 
 

相
 で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
我
わ
れ
の
具
体
的
な
認
識
 内
 に
お
い
て
 相
 （
 鼠寸
ゅ
 が
や
じ
を
 押
 え
る
と
き
、
あ
る
事
物
の
 相
 と
は
、
あ
る
事
物
 表
 

 
 

  

象
 に
対
し
て
判
断
し
た
結
果
与
え
ら
れ
る
言
語
表
象
を
 指
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
週
計
前
歌
自
性
の
相
と
は
 、
 
必
ず
、
概
念
な
い
し
 



唯識 月 玉想 における否定 

い
ず
れ
に
し
て
も
 相
無
 自
性
は
 、
 

㈹
認
識
的
に
は
「
概
念
」
を
否
定
し
、
 

㈲
存
在
的
に
は
「
概
念
の
対
応
す
る
事
物
」
を
否
定
す
 る
、
 

と
い
う
二
面
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
 

 
  

 

Ⅱ
否
定
の
論
証
 

 
 

5
1
 

は
 上
、
 
通
 計
前
歌
自
性
の
無
を
 、
 主
と
し
て
 相
 無
目
性
 の
 側
面
か
ら
考
察
し
て
ぎ
た
が
、
こ
の
自
性
の
無
は
た
ん
 に
 
「
相
の
無
」
と
い
 

は
 
「
 体
 」
す
な
わ
ち
事
物
そ
の
も
の
の
存
在
的
否
定
で
も
 あ
る
。
 

説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
体
相
」
と
い
う
訳
語
は
 、
玄
 英
訳
・
 

）
 
革
ガ
の
 

曲
中
簿
の
訳
語
で
あ
ろ
う
が
、
た
ん
に
相
と
訳
さ
ず
 

体
 を
 付
し
 

が
 単
に
相
の
み
の
否
定
に
と
と
ま
ら
ず
、
事
物
そ
の
も
 の
 
（
 
体
 ）
 

（
 
8
 
3
 
り
 
）
 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

前
に
考
察
し
た
よ
 う
 に
 相
無
 自
性
と
は
漢
訳
で
は
「
 体
 相
 の
 血
ビ
と
 

（
 
7
 ）
 

真
諦
訳
を
問
わ
ず
、
各
所
に
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
 
こ
の
体
相
は
 

て
 体
相
と
訳
し
た
と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
 は
 相
の
否
定
 

の
 否
定
ま
で
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
こ
の
 一
 語
の
中
に
表
 わ
そ
う
と
し
 

と そ 
す   の 
る よ 

と う 

こ な 

ろ 実 
に 体 
相 酌 
無 実 
自 在 
性 （ 

  
的な立 極 せせ麓 宙 Hp 
  已、 ） 

  
また つまり 固 

の 」 相 右 「 

存在性 の否定 

  
  

「 曲 

白 ） 
l 生 を 
」 も 

の つ 
否 も 

定 め 
で "  で " 

はな あり、（ ） 3 6 い 自 
l 主 と   
否 お 
定 ぅ 

（
 
舖
 ）
 

存
在
（
 法
 
リ
ゴ
 

p
q
 

日
の
）
に
固
有
の
「
超
時
間
的
・
起
因
 
果
 的
存
在
性
」
と
で
も
言
 う
 べ
 き
 も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 で
 通
計
 所
執
 自
性
は
 、
 

（
 
田
 ）
 

「
自
性
と
は
不
作
法
（
 り
オ
 Ⅱ
（
Ⅰ
 

ゴ
奔
ウ
ガ
 Ⅱ
（
 
キ
が
 ）
と
毛
 く
 。
 因
縁
を
待
っ
て
有
る
に
は
あ
ら
ず
」
と
定
義
さ
れ
る
よ
 う
に
自
性
と
は
、
あ
る
 

一
般
に
、
外
界
に
実
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
事
物
を
サ
ン
 ス
ク
リ
ッ
ト
で
 
4
 曲
の
 
ミ
 .
 口
 H
p
4
 
せ
曲
 と
い
い
、
そ
れ
ら
に
 固
有
の
存
在
性
を
 

ハ
 
う
 
3
 
Ⅰ
 
3
 
）
 

の
セ
 
申
す
ず
 
曲
 
セ
曲
と
い
と
 ノ
 0
 
 
こ
の
の
 セ
 
p
 す
ず
 
曲
セ
曲
 
（
台
目
 

仲
に
 
）
 と
い
 う
 語
は
「
自
性
と
は
自
か
ら
存
在
す
る
こ
と
」
（
の
 

づ
 
0
 ヴ
 ゴ
曲
せ
 
建
仁
 の
セ
曲
オ
ケ
卸
づ
斡
廿
 

）
 、
 



②
あ
る
事
物
を
指
示
す
る
名
前
を
離
れ
て
、
そ
の
事
 
物
を
認
識
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
（
苦
難
二
名
 

@
 
二
口
 
-
 
役
 覚
不
 。
主
政
）
。
 

③
名
前
は
対
象
的
事
物
に
対
し
て
具
体
的
に
働
く
か
 
ら
 （
 
役
 名
言
 依
 。
 
義
転
故
 ）
。
 

「
 
稔
伽
論
 」
に
端
を
発
し
た
・
こ
の
よ
う
な
認
識
論
的
反
 

省
は
 、
無
着
に
至
っ
て
「
顕
揚
聖
教
論
日
の
中
で
次
の
 

よ
う
な
 頗
 と
し
て
ま
 

と
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
 

 
 

密
 に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
計
 所
執
 さ
れ
た
 事
 物
す
な
わ
ち
概
念
に
対
応
す
る
実
在
的
事
物
の
非
存
在
を
 論
証
し
ょ
う
と
す
る
 態
 

度
 が
あ
る
。
 

こ
の
傾
向
は
、
す
で
に
「
 楡
伽
論
口
 
に
そ
の
 緒
端
 を
み
る
 
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
 楡
伽
論
 」
 摂
 決
択
命
中
 間
所
 成
意
 地
（
巻
筆
 

六
十
四
）
で
、
俊
也
 起
 自
性
と
 円
 成
美
自
性
に
お
い
て
 遍
 計
所
執
 自
性
が
無
で
あ
る
理
由
は
「
菩
薩
 地
に
 己
に
 略
 し
て
顕
示
し
た
如
く
で
 

（
㏄
）
 

あ
り
、
ま
た
彼
の
決
択
中
に
ま
さ
に
広
く
分
別
す
る
」
と
 述
べ
、
次
い
て
 三
 因
縁
に
よ
っ
て
そ
の
理
由
を
略
説
し
 て
い
る
。
木
地
方
菩
薩
 

地
 に
お
け
る
説
示
と
は
、
自
尊
 想
事
 （
日
忌
 臼
 ，
の
㏄
日
日
が
 

オ
 p
.
 
づ
 の
の
 
t
u
 
）
 と
色
等
 仮
説
目
性
 

キ
テ
 W
4
 
曲
）
 
と
 雑
言
自
性
 

（
 
田
 8
 チ
 巨
囲
づ
鵜
 。
 
留
キ
ず
ゅ
 4
 曲
）
と
の
 三
 概
念
を
用
い
た
論
 証
 を
い
い
、
 摂
 決
択
 分
 菩
薩
 地
 に
お
け
る
説
示
と
は
 
・
 名
 
，
 相 
・
分
別
・
 真
 

如
 ・
五
智
の
五
事
、
あ
る
い
は
三
焦
自
性
・
 

三
 自
性
に
 よ
る
論
証
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
 

ム
 
「
、
こ
こ
で
は
、
略
説
 
と
し
て
 列
 ・
記
さ
れ
た
 
次
 

の
三
 因
縁
を
手
掛
り
と
し
て
、
事
物
の
存
在
が
ど
の
よ
 う
 な
 理
由
の
も
と
に
否
定
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
 よ
 う
 。
通
計
 所
執
 自
性
 

が
無
で
あ
る
三
つ
の
因
縁
す
な
わ
ち
理
由
と
は
次
の
如
 く
で
あ
る
。
 

①
あ
る
一
つ
の
事
物
に
対
し
て
数
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
 
な
 名
前
で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
（
種
種
井
 /
 一
品
類
 々
二
目
研
二
女
正
 -
 
散
）
。
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ぅ
 論
理
の
み
で
論
証
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
 0
 こ
の
 他
に
 、
概
念
・
言
語
（
 名
 
・
名
言
）
と
事
物
（
 
事
 
・
 義
 ）
 と

の
二
者
の
関
係
を
綿
 
2
 

 
 



 
 

こ
こ
で
、
こ
の
頗
に
対
す
る
世
親
の
注
釈
お
よ
び
他
の
論
 書
の
所
説
を
参
照
し
な
が
ら
、
通
計
 所
執
 自
性
否
定
の
 論
理
を
展
開
さ
せ
て
 

み
よ
う
。
 

㈹
「
 通
 計
 所
執
 自
性
は
な
ぜ
無
で
あ
る
の
か
」
 

そ
れ
は
八
五
事
に
 摂
 め
ら
れ
な
い
 V
 か
ら
で
あ
る
と
い
う
 。
 通
 計
 所
執
 自
性
が
五
事
に
 摂
 め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
 と
は
す
で
に
「
 楡
伽
 

論
 」
 巻
 第
七
十
円
に
説
か
れ
て
い
る
が
無
着
は
こ
れ
を
（
 

l
 ）
 

通
 計
 所
執
 自
性
否
定
の
統
一
的
理
由
と
み
な
し
た
の
で
あ
 る
 。
 

㈹
「
で
は
 遍
計
所
執
 自
性
は
無
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
、
 そ
 れ
を
通
計
す
る
執
著
が
起
る
の
か
」
 

そ
れ
は
八
名
が
義
に
於
て
転
ず
る
 

か
ら
で
あ
る
と
い
（
 

柁
 ）
 
V
 

ぅ
 。
こ
れ
は
前
記
し
た
 
日
楡
伽
 請
口
所
説
の
三
因
縁
の
 う
 ち
の
③
に
相
当
す
 

る
 。
阿
毘
達
磨
仏
教
以
来
、
一
般
に
 、
名
 
（
 
忠
日
 じ
に
 よ
っ
て
概
念
を
・
 義
 
（
 
P
 
（
手
が
）
に
よ
っ
て
そ
の
概
念
が
 
指
向
す
る
対
象
を
表
わ
 

ハ
父
。
）
 

4
 

し
、
 名
と
義
と
お
よ
び
 語
 と
の
三
者
の
関
係
に
お
い
て
 我
 わ
れ
の
認
識
構
造
を
説
明
し
ょ
う
と
試
み
た
。
唯
識
 楡
 加
 行
派
も
同
様
の
用
語
 

を
 用
い
て
我
わ
れ
の
認
識
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
 そ
 の
 考
察
が
我
わ
れ
の
認
識
の
真
偽
性
な
い
し
限
界
性
に
 向
 げ
ら
れ
た
こ
と
に
 特
 

徴
 が
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
我
わ
れ
は
ふ
つ
り
、
「
あ
る
 対
象
（
 義
 ）
に
対
し
て
概
念
を
付
与
し
、
し
か
も
そ
の
 概
念
と
対
象
と
は
一
致
 

擬
し
、
か
っ
そ
の
対
象
は
実
在
す
る
」
と
考
え
る
が
、
 
概
念
と
対
象
と
は
一
致
せ
ず
、
対
象
は
実
在
し
な
い
と
 い
 う
 の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
 

潮
 
の
よ
う
な
 誤
 ま
っ
た
認
識
を
起
さ
せ
る
原
動
力
を
 「
言
説
 薫
乱
ド
 」
「
諸
名
言
薫
習
 之
 思
所
建
立
 識
 」
「
 船
 長
 

  

 
 

（
 
二
リ
 

4
 
Ⅹ
 
）
 

ハ
 
4
 
ヒ
 
）
 

ホ
、
 

貼
 j
 求
め
る
。
つ
ま
り
・
長
き
に
わ
た
っ
て
概
念
や
舌
ロ
 
説
 が
我
わ
れ
の
心
に
植
え
っ
げ
ら
れ
、
我
わ
れ
は
最
早
 や
 概
念
な
し
に
は
思
考
す
る
こ
 

課
 
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

唯
田
 「
で
は
、
な
ぜ
概
念
と
対
象
と
が
一
致
し
対
象
 が
 実
在
す
る
と
見
る
我
わ
れ
の
認
識
は
誤
ま
っ
て
い
る
の
 、
 
カ
 」
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（
 
駝
 ）
 

属
す
る
と
謂
 う
が
 如
く
に
は
非
ず
」
と
そ
れ
ぞ
れ
注
釈
 し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
、
 
八
机
 V
 と
い
う
名
前
 と
「
 机
 」
と
い
う
対
象
と
 

は
 一
定
不
変
の
結
合
関
係
（
 r
t
a
g
t
u
 

プ
ヴ
 
r
 
の
）
つ
と
に
あ
 
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
本
質
的
に
相
異
な
り
同
一
の
 体
 
（
ヴ
ロ
が
ぬ
 

申
 円
仁
Ⅱ
 

卸
ゴ
づ
 
の
 
臣
 ）
 

で
は
な
い
と
い
う
の
が
・
相
互
客
塵
性
の
根
本
的
意
味
で
 あ
る
。
我
わ
れ
は
 八
机
 V
 と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
「
 机
 」
と
い
う
対
象
を
認
識
 

し
 、
入
坑
 V
 と
い
う
概
念
で
表
わ
さ
れ
る
「
 机
 」
と
い
う
 事
物
が
実
在
す
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 誤
ま
 り
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
 

概
念
と
対
象
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
 、
あ
る
一
つ
の
概
念
に
、
あ
る
一
つ
の
実
在
的
事
物
が
対
 応
 す
る
と
い
う
こ
と
は
 

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
相
互
客
塵
 性
 と
い
う
こ
と
は
は
、
概
念
 二
 @
 
ロ
ま
幅
の
虚
妄
性
を
一
話
 

の
 中
に
鋭
く
指
摘
し
た
も
 

（
㏄
）
 

の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
な
お
・
「
 
傍
伽
 経
口
で
は
、
 名
 
（
 
n
p
 
目
 さ
と
 相
 （
三
ま
（
（
 

曲
 ）
と
は
、
相
互
に
客
塵
性
で
 あ
る
か
ら
名
と
相
と
は
 

不
可
得
で
あ
る
と
見
る
の
が
正
智
で
あ
る
と
説
が
れ
て
 い
る
。
 名
 と
義
と
の
相
互
客
塵
性
が
こ
こ
で
は
、
五
事
由
 0
 名
と
相
と
の
関
係
と
 

し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

新
釈
で
は
「
（
 
名
と
 事
と
は
相
互
に
）
彼
の
体
に
 
称
う
 に
 り
さ
る
 

故
に
」
「
。
 

@
 
 

力
 
（
ー
）
 

@
 
 
、
 同
無
性
 釈
は
 「
一
類
が
声
と
義
と
相
 

称
し
て
生
じ
左
相
に
薬
 

そ
れ
は
八
名
と
義
と
の
二
つ
は
相
互
に
客
塵
で
あ
る
 V
 か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
 

こ
の
 名
 と
義
の
相
互
客
塵
性
は
、
唯
識
独
自
の
観
法
で
あ
 る
四
 尋
思
の
う
ち
の
 名
 尋
思
・
 義
ョ
韓
 
思
の
中
で
成
立
し
 た
 思
想
で
あ
ろ
う
 

が
 ・
そ
れ
を
最
初
に
打
ち
出
し
た
の
は
弥
勒
 作
 と
い
わ
れ
 
る
 
「
大
乗
荘
厳
経
論
 頚
 」
で
あ
り
、
（
 

仰
 ）
無
着
は
そ
れ
を
そ
 の

ま
ま
「
顕
揚
聖
教
論
 

（
 
8
 
4
 ）
 

額
口
お
よ
び
 
コ
 摂
大
乗
論
口
の
中
で
採
用
し
て
い
る
。
 

し
 か
し
、
客
塵
（
 釦
堺
巳
痔
が
 ）
と
い
う
概
念
を
用
い
た
、
 

概
念
と
対
象
と
の
不
一
 

（
 
め
 -
 

致
の
論
証
は
既
に
「
 
楡
伽
論
 」
本
地
外
車
菩
薩
 
地
 に
認
め
 ら
れ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
審
決
（
 鐙
 P
 巨
 E
 寸
曲
田
ず
 
p
H
 
ョ
じ
 
に
 於
て
客
愁
（
 卸
的
 
リ
コ
宮
オ
 

P
.
 

紺
 田
田
 ぢ
が
 働
き
、
さ
ま
ざ
ま
の
概
念
を
設
定
す
る
が
 、
そ
れ
ら
諸
概
念
に
対
応
す
る
実
体
は
存
在
し
な
い
と
い
 ぅ
 。
で
は
名
と
義
（
 事
 ）
 

と
の
相
互
客
塵
性
（
貸
せ
 
0
 指
 鉛
銭
目
 客
 甘
さ
と
は
 具
 体
 的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
「
顕
揚
聖
教
論
 ヒ
で
 は
 
「
名
は
義
に
於
て
 体
 

に
称
 3
 に
 非
 ざ
る
が
故
に
之
を
説
い
て
客
と
為
す
。
義
も
 亦
 、
名
の
如
く
無
所
有
の
故
に
之
を
説
い
て
客
と
為
す
（
 

0
 
）
い
 」

、
「
摂
大
乗
論
 ヒ
世
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W
 
4
w
0
 
 

（
 言
 ）
、
ま
ゆ
（
 
方
 ）
 、
す
甘
田
 
（
 
地
 ）
、
 

q
P
 

ゅ
日
 
～
（
 
光
 ）
 、
イ
 p
 
宵
の
（
金
一
剛
一
）
 

、
せ
欝
 
い
け
（
部
 

助
 ）
 
、
麓
ガ
ゆ
円
 

（
 
温
胚
 
）
 、
の
 
せ
曲
 
r
g
a
 
 

（
 天
 ）
 、
づ
 a
r
 
ハ
 （
 
ル
小
 
）
 、
の
 

（
㏄
）
 

。
梵
音
調
同
一
の
一
つ
の
自
体
を
も
つ
と
い
う
不
合
理
が
 

%
 
 九
個
の
事
物
を
表
わ
す
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
 U
 

 
 

、
相
異
な
る
多
く
の
事
物
が
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

唯
 

以
上
の
二
一
理
由
は
、
概
念
と
事
物
と
を
同
一
と
み
な
 
せ
 ば
 、
現
実
の
認
識
の
あ
り
方
に
矛
盾
す
る
点
を
三
面
よ
り
 指
摘
し
た
も
の
で
あ
 

 
 

数
多
く
の
事
物
を
指
示
す
る
 
ハ
 
そ
の
例
と
し
て
的
 

0
 
 
（
 
牛
 ）
と
い
う
一
話
に
よ
っ
て
 

 
 

血
 
「
で
は
な
ぜ
 名
 と
義
と
は
相
互
に
客
塵
で
あ
る
の
か
」
 

そ
れ
は
次
の
三
 つ
 

①
名
の
前
に
は
覚
が
な
い
か
ら
。
 

②
多
指
で
あ
る
か
ら
。
 

③
名
は
不
定
で
あ
る
か
ら
。
 

（
こ
の
う
ち
前
の
二
つ
の
理
由
は
、
前
記
し
た
「
 
楡
伽
論
 」
の
 三
 因
縁
の
う
ち
 

（
 
4
 
5
 ）
 

の
中
で
も
、
俊
也
 起
 自
性
が
通
計
 所
執
 自
性
と
同
一
の
 体
 で
な
い
理
由
と
し
て
そ
 

三
 理
由
を
順
次
検
討
し
て
み
よ
う
。
 （

 
防
 ）
 

①
も
し
も
名
と
義
と
が
同
一
（
同
一
 相
 
・
一
体
）
で
あ
 る
な
ら
ば
、
義
を
直
観
し
 

ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
 、
 我
わ
れ
は
あ
る
事
物
 の
 名
前
を
知
っ
て
は
じ
め
 

倖
 圧
覚
）
が
で
き
る
か
ら
、
名
と
義
と
は
同
一
な
る
も
  
 

②
我
わ
れ
は
一
つ
の
事
物
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
数
多
 く
の
名
前
を
与
え
る
。
 
と
 

が
 多
数
で
あ
る
こ
と
 よ
り
 義
も
多
 体
 と
な
る
、
つ
ま
り
 あ
る
一
つ
の
事
物
に
相
異
 

る
 。
し
た
が
っ
て
名
と
義
と
は
同
一
で
は
な
い
。
 

の
 理
由
に
よ
る
。
 

0
 所
二
つ
に
あ
た
る
。
こ
の
 三
 理
由
は
「
摂
大
乗
論
 ヒ
 

の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
）
。
 

た
 時
に
既
に
そ
の
事
物
の
何
で
あ
る
か
を
認
知
す
る
は
 

て
そ
の
事
物
の
何
で
あ
る
か
を
認
知
す
る
こ
と
③
目
口
。
 

こ
ろ
で
も
し
も
名
と
義
と
が
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
・
 

名
 

な
る
数
多
く
の
自
体
が
あ
る
、
と
い
う
不
合
理
に
陥
 い
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注 本 金 容 が る 

目 質 す 」 ・ 以   
に な こ と こ 上 そ 

価 と と い の 、 し 

ろ と つ 居 、 居 、   
  

  
  

  
つ 

性 

理 

と 

で 

  
我 の の 二 し 

わ も 否 更 て 
れ の 定 互 ぎ 

の の を 満 た 

@1) け か 本 が に 

人 ・ 人 無 ら 論 っ お 風 
無 無 我 で 丈 て げ 上 
我 我 あ で " る " 

（ る は 以 否 遍 
  

づ 
  

  Q レ 

  、 不 定 計 

の P ） 枚 数の無執 こは所 無 
麓 コ 。 0 面 目 白 我 
曲卜 Ⅱ 

曲 Ⅱ 臣 l% 
  

せの 

上 、 をし相 中て無 カ ェ 
  孝 心 だ 自 

察 に げ 性 
性 

に関 
の 考 説 を 

し 中 祭 か 中 
て 

心 な れ 心 

@ ま 
を 遁 る に 

楡 「 『めの、 楡 てで 唯 

  
仇 み は 識 

論 
論 よ な 居 、 

L, ヒ う い 想 

全 の     ケ @ し 

体 
比 @ ヒ おい 所説これ 」 空 「 

わ 
六 - し 

  もて 否 

  
て さる げ 定 く 。 唯 して 「無我」 

特 だ 識 

才 "" """ 

従 
来 
の 
説 

と 

異 
な 
  

拍， ヒ   
唯 

諸 究 え 案 

識 
ぽ 、 が ら し 

独 
恋 心 れ て 

自 
の 裏 て き 
源 で い た 

の 泉 あ る が 
角牛 で， る     
釈 あ が し 唯 
もよ る 、 た 識 



一
九
十
）
。
 

㈹
 如
 。
 
是
 准
布
二
話
 

繭
可
フ
得
 
。
 於
 二
話
 
繭
 十
 -
 
無
 レ
ニ
エ
 

常
 垣
壁
 住
 主
宰
Ⅱ
 
或
説
為
 
"
 我
或
説
二
 

有
情
 弍
 （
中
略
）
白
手
 

是
 諸
行
 
皆
 忍
足
空
無
 
テ
 

有
 。
 
我
故
 。
 如
 "
 
走
卒
満
了
白
坂
 

毎
 ヱ
所
得
 

@
F
 
趣
 。
人
生
得
、
。
 

（
 
巻
 第
三
十
四
、
大
正
、
四
七
四
十
）
。
 

㈲
 於
二
 
諸
法
中
 
-
 
縮
 特
 伽
羅
無
我
性
者
 

謂
非
 。
 
即
 二
布
 
法
 -
 
景
 真
実
有
。
 

補
特
 伽
羅
、
。
赤
井
下
雄
二
 

右
 。
 
法
 -
 
別
有
真
実
 
補
 時
事
 羅
 、
。
）
（
 

巻
 第
四
十
 

六
 、
大
正
・
五
四
四
丁
）
。
 

ま
す
注
目
す
べ
き
は
、
㈹
㈲
 

よ
 り
判
明
す
る
こ
と
で
あ
 

る
が
、
基
本
的
に
は
無
我
は
、
無
常
・
 

チ
 ・
 
キ
 ・
無
我
と
 
い
 う
 、
部
派
仏
教
 

以
 

来
 説
か
れ
る
苦
諦
の
四
行
相
の
 

一
 っと
し
て
 
押
 え
ら
れ
、
 
論
理
的
に
は
何
台
以
来
の
「
無
常
山
 

苦
 Ⅰ
無
我
」
さ
ら
 

に
は
「
自
在
を
得
ず
 

否
 
（
曲
の
 

v
a
 
（
 
p
 
口
 （
 
r
a
 
）
、
 
宰
 主
を
遠
離
し
て
い
る
か
ら
（
の
 

せ
 
笘
 
（
Ⅰ
 

ム
 ，
セ
レ
弓
が
ず
 

ぎ
曲
 
）
 
虹
 我
で
あ
る
」
，
（
 

@
 

7
 
5
 
 

）
 と
い
う
論
理
を
踏
襲
し
 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
・
 

定
 

れ
空
と
無
我
と
を
区
別
せ
ず
、
「
空
無
我
」
を
一
 

話
に
 ま
と
め
て
用
い
て
い
る
点
（
大
正
、
三
五
八
丁
、
四
五
 

 
 

蘇
 
縮
 

き
お
 

貞
に
般
若
・
中
観
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
 
さ
ら
に
、
無
常
・
 

苦
 ・
 
空
 ・
無
我
の
基
本
的
論
証
 

 
 

 
 

唯
め
 ・
五
組
 
に
 即
し
た
、
あ
る
い
は
 

五
 蕊
を
離
れ
た
 
実
体
的
我
を
否
定
す
る
が
・
こ
れ
は
既
に
部
派
仏
教
に
お
 

い
て
論
争
し
つ
く
さ
れ
た
 

問
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認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
 巻
 第
六
（
大
正
、
三
 0
.
 三
 0
 五
十
以
下
）
に
お
い
て
十
六
異
論
中
の
計
 我
論
 
（
 
ま
 日
 P
 
づ
ゅ
隼
鸞
 

）
を
破
す
る
に
 

詳
細
な
認
識
論
的
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
が
・
こ
れ
と
 て
も
唯
識
独
自
の
概
念
を
用
い
て
は
い
な
い
。
 

今
、
「
 
楡
伽
 話
口
に
お
け
る
無
我
論
述
の
定
型
的
な
タ
イ
 フ
を
 列
記
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

㈹
 法
 比
量
者
 謂
以
二
相
隣
相
属
之
法
 -
 
比
丘
金
柑
 
隣
相
 属
文
 法
づ
 知
了
 属
二
 無
常
 -
 
比
二
 
知
育
 フ
苦
 。
 以
 。
 属
 。
 
苦
 故
地
。
 空
 無
我
上
。
（
 
巻
 第
十
五
 

大
正
、
三
五
八
十
）
。
 

㈲
 云
 何
名
馬
手
証
成
道
理
 づ
謂
 一
切
鑑
皆
是
無
常
・
衆
縁
 
所
生
・
 苦
 ・
 空
 ・
無
我
。
 由
 二
言
 畢
故
 如
実
観
察
。
（
 巻
 第
二
十
五
・
大
正
・
 四 



 
 

臣
ア
 

存
在
す
る
も
の
は
 

a
.
 

日
ぎ
卸
 

因
縁
所
生
の
法
だ
け
で
あ
る
と
説
く
と
（
 

9
 ）
 
（
 
唯
繭
 
唯
だ
 
）
、
 
v
 
毬
ぎ
 ・
 
日
緊
 ㍉
（
唯
事
）
 
、
 き
日
の
 

k
a
r
a
.
 

 
 

（
 
9
 ）
 

る
 。
そ
し
て
・
 
唯
繭
 、
唯
行
き
い
っ
て
 
、
 未
だ
唯
識
（
 づ
 ご
が
曲
ゃ
（
 

か
 
。
 
日
注
 r
a
 

）
と
い
う
用
語
が
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
 

ろ
に
、
「
 
稔
伽
論
 」
が
 初
 

期
 唯
識
論
書
で
あ
り
、
か
つ
従
来
の
小
乗
の
説
を
も
 

ま
 と
め
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
 

き
 る
 。
 

と
に
か
く
・
㍉
 
楡
伽
論
口
 に
お
い
て
は
、
「
五
敗
 

繭
を
執
 し
て
、
実
体
的
（
 
伍
 Ⅱ
 
宅
せ
帯
 
a
t
t
 

づ
 
P
 
）
 な
我
 （
 
脚
 
（
日
の
 

コ
 ）
 と
 み
る
見
解
を
否
定
し
、
 

我
と
い
 5
 概
念
は
そ
の
五
敗
繭
の
上
に
仮
立
し
た
も
の
 
（
 
っ
 （
の
 
ト
串
由
 
）
に
す
ぎ
な
い
」
（
大
正
・
 

三
 0
 七
十
）
 と
 い
 う
 、
従
来
の
立
 撮
を
 

一
歩
も
で
て
い
な
い
。
こ
れ
に
は
 

人
 無
我
は
声
聞
・
独
覚
 
に
も
共
通
な
理
で
あ
り
、
大
乗
独
自
の
も
の
で
は
な
い
 

と
い
う
意
識
が
働
い
て
 

 
 

@
 
関
係
で
あ
る
が
、
「
末
那
識
が
阿
頼
耶
識
を
縁
じ
て
 

我
 と
 為
す
」
と
い
う
唯
識
 

独
自
の
思
想
の
南
菜
を
目
 
楡
伽
 輪
目
に
認
め
る
こ
と
が
 
で
き
る
。
（
 

0
 
6
 
 

）
 唯
識
独
特
の
人
無
我
 
説
は
 、
こ
の
末
那
識
の
我
 

ぬ
 作
用
の
中
に
追
求
す
 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

㈹
 法
 無
我
 

本
地
分
の
五
識
 
身
 相
応
地
か
ら
独
覚
 
他
 ま
で
に
お
け
る
 
虹
 @
 
哉
 は
 、
 人
 無
我
の
論
述
と
論
証
が
中
心
で
あ
り
、
 

法
血
 卜
我
は
巻
 
第
十
三
に
お
 

い
て
、
た
だ
一
度
、
補
 
特
 伽
羅
無
我
と
並
ん
で
列
記
さ
 
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
 
法
 無
我
は
本
地
分
の
菩
薩
 
地
に
 い
た
っ
て
考
察
の
中
心
 

テ
ー
マ
と
な
る
。
ま
ず
 
巻
 第
四
十
一
八
（
大
正
、
五
四
四
 

下
 ）
に
み
ら
れ
る
 
法
 無
我
の
定
義
を
記
す
。
 

於
二
 
諸
法
中
一
法
無
我
性
者
 

謂
於
 三
切
言
説
車
中
二
助
手
 
-
 
口
説
自
性
諸
法
 
都
虹
ぎ
 
所
有
 -
 （
（
 
曲
 
（
（
 

か
詳
 
田
山
 ゴ
 a
r
 

日
が
田
の
～
 

r
 功
臣
 
コ
セ
曲
チ
 

.
 せ
建
ヰ
 

㏄
 
麓
 
H
.
 

セ
 
の
の
せ
が
 

ヴ
ゲ
 
二
 %
 
づ
害
 
0
 
の
 
け
せ
 p
 
の
ヰ
目
の
け
の
の
Ⅱ
 

づ
す
か
ア
ざ
ゆ
つ
 

り
・
 

0
 
そ
か
サ
 

ゴ
 卸
づ
 
。
 由
ず
曲
 

Ⅱ
 
目
ジ
 
o
 
 
目
 P
 
 
㏄
の
 
邑
ロ
せ
 

）
 
由
ヒ
捨
 

8
.
 
）
 

つ
ま
り
、
 
法
 無
我
と
は
「
言
説
自
性
の
法
」
が
存
在
し
な
 

い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
法
官
 

ゲ
 a
r
 

日
が
）
 

と
は
 「
言
説
自
性
の
法
」
 

（
き
三
曲
屋
・
留
ぎ
訂
 

せ
 O
 目
 P
h
 
日
 P
 
ゴ
 ）
と
い
わ
れ
る
が
、
 
こ
れ
は
ま
た
 で
ぷ
 
古
ぜ
平
話
 肝
 ・
 
留
 P
 
す
ず
 
W
4
%
 

（
仮
説
自
性
 
）
 
、
づ
 
Ⅰ
 
と
巾
ゅ
づ
由
 

・
 
セ
 
竹
口
 
ゆ
 （
・
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唯識思想に接 

に お 

と そ よ 

こ の び 

ろ 居、 思、 
が 想 所 

、 的 成 
摂 発 意 
決 属 地 
択 を ヰこ 

分 み い 
「 る た 

キ 上口 @ 陸 しと @ って 

地 が 法 

」 で 無 
に き 我 
い る は 
た         
  自 

て ，性 
目 木 説 

と 

名 結 
  

分 つ 
  き 

法、 

真如 無、 
我、 

正 と、 
智 @ ま、 
の 遍、 

- 一 口 ，、 十 

五事 所、 
ヰ @ ヒ 執、 
よ 自、 
る @ 生 、 

新 の、 

ナ， し 寡 i 、 

な存 

存、 
在、 

在 で ・ 、 

分 あ 、 
類 る、 
法 
が @ 

登 
と把 

握 
場 さ 

し   
て る 

  古ハ 
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 け

に
 遍
計
所
執
 自
性
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
で
 は
な
い
こ
と
」
（
大
正
・
六
六
三
上
）
 

と
明
芸
目
 
し
て
い
る
 。
と
に
か
く
 摂
 決
択
分
の
 
間
 

ヨ
 リ
オ
。
Ⅰ
ア
ミ
 

ヨ
鐸
 （
仮
説
性
 
法
 ）
 
、
 p
 
す
ず
ぢ
ゆ
づ
 

）
ゆ
み
 

5
%
 
 
の
 
4
 
車
 瓦
ぷ
廿
 （
 
所
言
 自
性
）
な
ど
と
も
い
わ
れ
る
。
存
在
 
を
人
と
法
と
に
分
類
し
 

た
 場
合
、
人
以
外
の
存
在
（
 
法
 ）
を
、
こ
の
よ
う
に
、
 わ
ば
「
概
念
・
言
語
で
把
握
さ
れ
た
も
の
」
と
 

押
 え
る
 

と
こ
ろ
に
菩
薩
地
所
説
 

の
 特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
存
在
を
認
識
内
の
領
域
で
 

把
 え
よ
う
 と
す
る
唯
識
 
稔
 励
行
派
の
基
本
的
立
場
を
如
実
 
に
 読
み
と
る
こ
と
が
で
 

き
 る
 。
 

次
に
「
 摂
 決
択
 分
 」
の
考
察
に
移
ろ
う
。
「
間
所
 

成
 意
地
 」
（
大
正
、
六
五
六
丁
）
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
 

 
 

若
齢
，
俊
也
 
起
 自
性
戒
 円
 成
美
自
性
 -
 
所
有
漏
 計
所
 敷
目
 性
 妄
執
。
 当
 。
知
名
工
増
益
 

辺
 4
 所
以
者
 何
 。
 此 自
性
中
波
 

自
性
右
下
。
 

応
 。
理
政
。
 

そ
し
て
、
通
計
折
敷
自
性
の
無
は
既
に
本
地
 

分
 中
の
菩
 塵
地
 で
 略
し
て
顕
示
し
て
あ
る
と
い
う
。
こ
の
言
明
に
よ
 

っ
て
菩
薩
地
の
所
説
 

と
 比
較
し
て
み
る
と
 
き
 、
次
の
よ
う
な
諸
概
念
の
対
応
 
が
え
ら
れ
る
。
 

 
 

  

俊
也
 起
 自
性
と
 円
 成
美
自
性
に
お
け
る
通
計
 
所
 敷
目
性
 の
 無
は
、
す
で
に
 司
 
解
深
密
経
口
に
説
か
れ
て
い
る
が
・
 

右
の
「
 楡
伽
論
 日
間
 

所
成
 意
地
の
一
文
は
、
菩
薩
 
地
 に
み
ら
れ
る
認
識
論
的
 
な
 存
在
否
定
を
「
解
深
密
経
口
所
説
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
 

え
ば
存
在
論
的
な
概
念
 

醍
 

（
 
三
 自
性
）
を
用
い
て
表
現
し
ょ
う
と
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
「
思
所
 

成
 意
地
」
に
お
い
て
「
 
法
 無
我
と
は
、
世
俗
言
 
名
 以
外
 



㈲
全
体
を
通
覧
す
れ
ば
、
①
本
地
 分
 独
覚
他
ま
で
は
 基
 本
 的
に
は
従
来
の
小
乗
的
な
空
説
に
基
づ
き
、
②
本
地
 分
 菩
薩
 地
は
 、
「
非
有
罪
 

無
の
空
説
」
を
独
自
の
概
念
を
用
い
て
理
論
化
し
、
③
 摂
 決
択
 分
 以
後
は
・
声
聞
の
空
説
と
菩
薩
の
空
説
と
の
 区
 別
を
明
確
に
し
（
 大
 

る
 。
そ
し
て
通
計
 所
執
 自
性
は
こ
の
五
事
の
い
ず
れ
に
 も
 摂
せ
ら
れ
な
い
か
ら
非
存
在
で
あ
る
と
い
う
論
理
の
も
 と
に
 法
 無
我
を
説
明
す
 

る
 。
す
な
わ
ち
法
界
に
㈲
差
別
 相
 
（
常
住
 相
と
 寂
静
）
 と
 
㈲
宮
相
と
の
三
相
あ
る
ぅ
 ち
 、
 自
相
 と
は
「
 相
 
・
 名
 ・
 分
別
・
真
如
・
上
智
 所
 

摂
 の
一
切
法
に
お
い
て
通
計
 所
執
 自
性
が
存
在
し
な
い
 法
 無
我
性
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
（
大
正
、
七
三
八
上
 ）
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
 
、
 

五
事
と
三
自
性
と
い
う
唯
識
独
自
の
二
大
思
想
と
結
合
 し
た
 法
 無
我
の
定
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
 声
聞
は
差
別
 相
 の
み
に
 

よ
る
が
、
菩
薩
は
差
別
 相
 
・
宮
相
の
三
相
に
よ
っ
て
法
界
 
に
 通
達
す
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
 

法
 
、
、
、
、
 

無
我
を
 

  

 
 概

念
で
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
大
乗
の
優
越
性
を
認
め
よ
 ぅ
 と
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
 

㈲
 空
 
・
空
性
 

㈹
「
 楡
伽
論
 」
に
お
け
る
空
性
説
の
概
観
 

詳
し
い
論
述
は
省
略
し
て
、
「
 楡
伽
論
ヒ
 
に
お
け
る
 空
 
・
空
性
説
の
問
題
点
を
列
記
し
て
み
よ
う
。
 

㈹
全
体
に
わ
た
っ
て
「
 空
 」
は
、
二
三
摩
地
（
 空
 
・
 無 願
 
・
無
相
）
あ
る
い
は
苦
諦
の
四
行
 相
 
（
無
常
・
 苦
 
・
 空
 
・
無
我
）
の
一
つ
と
し
 

て
 考
察
さ
れ
て
い
る
（
大
正
、
三
三
 セ
上
 以
下
。
大
正
、
 
セ
セ
四
 中
な
ど
）
。
つ
ま
り
、
「
 空
 」
と
は
観
法
の
一
 
つ
 と
し
て
把
握
さ
れ
て
 

い
る
。
こ
の
傾
向
は
特
に
本
地
方
菩
薩
 地
 以
前
に
強
い
。
 

㈲
し
か
る
に
本
地
 分
 菩
薩
 地
 （
大
正
、
四
八
八
丁
以
下
）
 
に
い
た
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
否
定
す
る
 悪
取
 生
者
（
 目
口
～
 

，
幅
 
Ⅱ
 
ゴ
 Ⅱ
 
ヰ
 
卸
の
目
 
コ
せ
舶
ヰ
卸
 

）
 

を
 強
く
批
難
し
、
実
無
（
 臣
 P
 倖
 す
ゴ
 
目
 P
 ）
を
増
益
せ
ず
、
 
か
つ
実
有
（
 す
ず
 
0
%
 

）
を
損
減
し
な
い
、
 

善
取
 生
者
（
の
 建
 ・
 
幅
ド
プ
 

Ⅱ
 
ヰ
ゆ
ぃ
由
コ
 

Ⅱ
 P
 丑
曲
 
）
 

の
 空
観
（
非
有
罪
無
の
空
説
）
を
宣
揚
す
る
。
 

㈹
 空
 と
無
我
と
は
能
記
さ
れ
て
い
る
 場
 ム
ロ
も
あ
る
が
・
 全
 体
 と
し
て
は
空
と
無
我
と
は
峻
別
さ
れ
て
い
な
い
。
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E
.
 

六
七
二
中
）
か
 

つ
 「
通
計
 
所
執
 美
哉
」
「
通
計
 
所
塾
 三
ロ
 
説
 自
性
」
と
い
う
唯
識
独
自
の
用
語
を
用
い
て
空
性
を
 

定
義
し
て
い
る
（
 
大
 

正
 、
七
四
三
上
）
。
 

㈲
し
か
し
全
体
か
 
り
 み
れ
 ば
 、
木
地
方
菩
薩
 
地
 に
と
か
 れ
る
「
非
有
 
非
 無
の
空
説
」
以
外
に
は
注
目
す
べ
 

き
 空
性
 説
 は
な
い
。
し
か
し
、
 

如
来
所
説
の
契
経
ほ
空
陸
と
相
応
す
る
（
 

ま
 ロ
 ゼ
 a
 
（
 
ゅ
 ・
 
窄
い
 
東
田
 
ぎ
 Ⅱ
 
/
 打
 p
 
）
と
強
調
し
て
い
る
よ
 
う
 に
（
大
正
、
五
 
五
 0
 上
 、
六
 セ
セ
中
 ・
 

六
九
 0
 上
 、
 セ
 四
二
丁
）
 
、
 決
し
て
空
性
（
ぎ
 
と
ぷ
荻
 
）
 と
 い
 う
 概
念
を
軽
視
し
た
わ
げ
で
は
な
い
。
た
だ
空
性
 
が
 、
無
我
・
無
目
性
 

と
い
う
用
語
で
代
弁
さ
れ
て
い
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
ろ
 

（
 
@
 
@
,
 

。
 

右
に
あ
げ
た
五
点
の
う
ち
、
㈲
の
非
有
罪
無
の
空
説
は
 

唯
識
思
想
全
般
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
 

つ
い
て
は
項
を
わ
 
け
 

て
 別
に
論
じ
て
み
よ
う
。
 

㈹
空
に
お
け
る
否
定
と
肯
定
 

唯
識
 楡
伽
 行
 旅
 が
用
い
る
空
性
の
一
般
的
叙
述
は
「
 

小
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 
（
が
 
田
 サ
プ
 
p
 
づ
 
p
 
ヰ
 

（
 
巾
 ）
（
や
）
 

（
 
2
 
6
 ）
 

（
の
神
の
の
 

倖
 り
ず
ゆ
の
 

日
 
Ⅱ
 ト
オ
 
㎏
曲
チ
 
リ
サ
ず
由
円
 

P
 
き
 せ
Ⅰ
 
ど
 曲
目
 
卸
ヰ
 

（
㏄
）
 

（
の
）
 

こ
の
空
の
論
理
は
円
 
楡
伽
 請
口
を
は
じ
め
と
し
て
、
唯
識
 

講
書
の
随
所
に
認
め
わ
れ
、
こ
の
論
理
に
そ
っ
て
空
性
 

は
 否
定
面
と
肯
定
面
 

醍
 
と
の
二
重
性
を
も
ち
、
全
体
と
し
て
非
有
罪
 

無
で
 あ
る
と
説
く
。
今
、
右
の
一
文
の
内
容
を
簡
潔
に
す
る
た
 

め
に
記
号
を
用
い
て
表
現
し
 

る
 

 
 

簗
 
①
 A
 の
中
に
 B
 が
存
在
し
な
い
時
、
 
A
 は
 B
 と
し
 て
空
 （
 
寮
け
悶
 
）
で
あ
る
。
 

棚
 

。
お
㍉
㍑
 議
 ㌶
㍑
 牡
鰯
 ㌔
 

 
 

由
 
す
れ
ば
空
性
が
成
立
す
る
 
墓
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盤
 で
あ
る
。
 と
，
 」
ろ
で
唯
識
 諸
 端
書
は
こ
の
 
A
.
B
.
 
C
 の
三
つ
を
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
に
よ
っ
て
 把
 え
て
い
る
か
 ら
 、
そ
れ
ら
を
分
類
し
 

て
 表
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
 

B
 

C
 

A
 

色
等
 仮
説
性
 法
 

色
等
 仮
説
所
依
（
 離
 言
出
仕
）
 

㈹
 
色
等
想
事
 

㈲
 
艦
界
処
 

我
 無
性
無
我
有
性
 

我
我
 所
 

二
 無
我
 有
 実
性
 

㈹
諸
行
 

衆
生
自
性
・
 
法
 自
性
 

（
 
4
 
6
 ）
 

二
の
無
の
有
 

㈲
虚
妄
分
別
 

所
収
，
 熊
 取
 

（
俊
也
 起
 自
性
）
 

（
 円
 成
案
自
性
）
 

（
通
計
 所
執
 自
性
）
 

㈹
は
 楡
伽
論
 
（
大
正
、
二
一
 
0
 、
四
八
九
上
）
 、
 ㈹
は
大
乗
 阿
毘
達
磨
 集
論
 
（
大
正
、
三
一
、
六
セ
玉
上
）
 、
 ㈹
は
 顕
 揚
 聖
教
論
（
大
正
、
三
 

一
 、
五
五
三
十
）
 、
 ㈲
は
中
辺
分
別
論
（
 旨
せ
 ・
男
せ
 
ト
 ㏄
。
 
目
 ・
 肚
１
 
の
）
 

右
の
四
書
は
そ
れ
ぞ
れ
相
違
す
る
表
現
を
用
い
て
い
る
 が
 、
こ
れ
は
各
論
 善
 の
も
つ
特
異
性
を
如
実
に
物
語
っ
て
 い
る
。
 

㈹
の
「
 楡
伽
論
 日
本
地
方
菩
薩
地
の
所
説
に
は
、
現
象
 
（
 事
セ
 p
s
 
宮
 ）
に
対
す
る
概
念
付
与
（
仮
説
 づ
 q
p
 

目
ゅ
 

や
 （
 
片
 
・
づ
り
 

宙
曲
 
）
を
否
定
し
、
 
現
 

象
の
本
質
（
離
宮
目
性
三
 あ
ヴ
 臣
道
 遇
 。
 
砦
き
訂
尽
 ）
に
 迫
ろ
 う
 と
す
る
初
期
唯
識
 楡
 加
行
派
の
姿
勢
が
認
め
ら
 れ
る
。
 

㈲
。
㈹
は
小
乗
、
大
乗
い
ず
れ
に
も
共
通
な
用
語
を
用
 い
て
表
現
し
て
い
る
。
と
く
に
「
大
乗
阿
毘
達
磨
 集
論
 」
 は
そ
の
題
名
が
示
す
ご
 

と
く
に
従
来
の
小
乗
の
阿
毘
達
磨
の
方
法
で
唯
識
思
想
 を
 宣
揚
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
 、
空
性
の
定
義
に
 緯
 

界
処
 ・
我
我
 所
 
・
無
我
と
い
う
小
乗
・
大
乗
共
通
の
 一
 段
 的
な
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
で
ぎ
 る
 。
 

㈲
の
「
中
辺
分
別
論
」
の
所
説
は
、
「
大
乗
荘
厳
経
論
 L
 「
 法
 法
性
分
別
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
弥
勒
 作
 と
い
わ
れ
る
 講
書
に
特
有
の
虚
妄
 分
 

別
 
（
 き
ず
ロ
叶
 
名
曲
 由
ォ
斗
球
 ）
・
所
収
熊
取
（
 隅
豊
せ
甲
笘
 卸
 す
 焚
軒
 ）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 
こ
 の
二
 概
念
は
「
顕
現
」
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唯識思想に 

ぅ
 問
題
の
考
察
に
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
 ，
 
し
の
問
題
の
倹
討
は
他
時
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

輔
 
止
ま
ら
ず
同
時
に
肯
定
に
通
ず
る
 ，
 
」
と
を
唯
識
恵
和
 
心
は
強
調
す
る
。
し
た
が
っ
て
我
わ
れ
は
次
に
「
肯
定
さ
 る
べ
き
も
の
」
は
何
か
と
い
 

（
 
づ
 ～
 
酉
 （
 
ぎ
宙
痙
 。
 単
 詩
き
。
の
 宮
 ・
）
と
い
う
概
念
と
と
も
に
 
、
以
後
の
唯
識
理
論
を
構
成
す
る
重
要
な
用
語
で
あ
る
 0
 こ
の
意
味
で
口
中
 

ぬ
 分
別
論
 ヒ
の
 空
性
説
は
、
「
解
深
密
経
」
や
「
 
楡
伽
論
 」
の
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
、
あ
る
い
は
流
れ
を
異
し
た
 
も
の
と
し
て
特
記
さ
 

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

右
の
ご
と
く
各
論
書
は
そ
れ
ぞ
れ
表
現
を
異
に
す
る
が
、
 本
質
的
に
み
れ
ば
、
 
A
 は
俊
也
 起
 自
性
、
 
B
 は
通
計
 所
 執
 自
性
、
 C
 は
 円
成
 

実
 自
性
に
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
ら
れ
る
。
空
性
を
三
自
性
 に
よ
っ
て
総
括
的
に
押
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
す
で
に
「
 解
深
密
経
 L
 の
 

「
 
若
於
二
 俊
也
 起
相
及
円
成
 実
相
中
り
一
切
品
類
船
梁
 清
 薄
遇
 計
所
執
相
畢
寛
 遠
離
性
 及
於
 ：
北
中
 -
 
都
 無
所
得
。
 
如
 。
 
是
 名
馬
丁
船
手
大
乗
 

中
 -
 
総
空
性
相
上
」
（
大
正
、
一
 -
 
ハ
、
 七 0
 
一
中
）
。
 

と
い
う
論
述
の
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

と
に
か
く
、
唯
識
 楡
 加
行
旅
に
一
貫
し
て
流
れ
る
基
本
 的
立
場
は
 、
 前
に
も
述
べ
た
よ
 う
 に
、
現
象
に
対
す
る
 概
 全
的
把
握
を
否
定
し
 

て
 現
象
の
本
質
に
迫
ろ
 う
 と
す
る
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
 存
在
的
に
は
、
概
念
（
遠
計
 所
執
 自
性
）
を
否
定
し
本
 質
 
（
 
円
 成
美
自
性
）
を
 

肯
定
し
、
か
つ
、
認
識
的
に
は
、
概
念
の
無
と
本
質
の
 有
 と
の
二
重
性
を
包
括
す
る
現
象
そ
の
も
の
（
俊
也
 起
自
 性
 ）
を
あ
り
の
ま
ま
に
 

眺
め
、
ひ
と
っ
は
無
を
有
と
み
る
見
解
（
増
益
）
 、
も
 ぅ
 ひ
と
つ
は
有
を
無
と
み
る
見
解
（
損
減
）
と
の
二
つ
の
 見
解
を
離
れ
た
真
実
の
 

 
 

智
見
を
身
に
つ
げ
る
こ
と
、
つ
ま
り
中
道
を
行
ず
る
こ
 

る
べ
き
も
の
」
の
何
た
る
か
を
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
 

と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
 

否
定
が
た
ん
に
否
定
だ
げ
に
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註
 

 
 

 
 

（
 1
 ）
「
ぺ
り
 芽
 w
 ：
：
や
：
：
 
-
 （
 
注
ォ
 w
 ：
：
㏄
：
・
・
」
の
代
表
例
を
列
 
記
し
て
み
る
。
 

 
 

①
二
曲
 
す
 @
t
 の
 ゆ
曲
弓
 
@
 
づ
ヒ
円
 

Ⅰ
 
り
 Ⅰ
 ぎ
 
Ⅱ
 
ヨ
 卸
の
 ヰ
り
 
こ
 
す
囲
は
ヨ
く
 @
 
串
 せ
り
 
コ
 話
せ
 い
 （
 
ア
 卸
 す
 a
-
a
 

づ
ヤ
 
（
す
い
 

g
-
a
 

コ
曲
の
ゆ
Ⅰ
 

ヒ
巨
づ
ド
コ
 

（
 
0
.
 
ヴ
牙
 
～
 
コ
 @
V
 
か
ゆ
 
（
舛
田
（
 
ト
寮
 Ⅰ
 め
 
Ⅰ
か
む
の
 

ぺ
や
 Ⅰ
・
⑥
 

ち
ド
 
ミ
国
 由
 ㌧
 ぬ
き
 ミ
臣
ぬ
 

@
 

・
 色
す
ド
吟
ヲ
日
 3
 、
 ワ
こ
 -
 日
 
）
 ん
 ・
）
 

（
 如
ニ
 諸
愚
夫
異
生
所
 執
 -
 非
三
切
 法
如
 。
 是
 有
 -
 
枚
。
「
大
般
若
経
 」
 巻
 第
五
三
八
、
大
正
、
七
、
 

セ
 六
五
丁
）
。
 

@
@
 （
り
口
 

ぺ
簿
田
す
幽
ヨ
由
ヤ
阿
コ
 

a
c
 帥
セ
 ㏄
 ヰ
す
 
由
井
下
 
せ
 阿
ま
（
 
ド
 （
 
甘
曲
 
㎡
 ま
 ・
（
 
田
 
め
 ・
 趣
 ・
 
、
ロ
 
・
め
の
 
o
.
-
-
 

、
 ）
 べ
 l
 Ⅱ
の
・
）
 

ゆ
で
 

ぬ
 

餓
ぃ
荘
昌
 
（
 
q
P
.
-
p
 

オ
ゅ
㏄
中
り
 

ぎ
 
村
井
 
す
 出
コ
目
の
（
 

-
 Ⅰ
 簿
円
ア
自
 
㌧
 銭
 ～
オ
ド
与
せ
 

ジ
 （
の
・
（
 

コ
ヘ
 
・
㌔
 ，
 ㏄
，
 

b
.
 

㏄
の
 

、
 -
P
P
 
）
 

ハ
 
U
 
 （
 
い
 目
す
曲
り
 

ド
 （
㎡
 セ
 @
d
 
せ
曲
 
（
の
せ
が
手
創
㌧
Ⅱ
 

い
 （
 
@
 
す
ず
 
曲
終
 （
の
・
（
～
 

け
 Ⅰ
 
簿
 ：
Ⅰ
 の
り
 
-
.
 
㏄
㏄
・
）
 

行
 
u
 
ヴ
由
オ
せ
 

0
 牛
が
 つ
 @
 
年
 せ
が
（
の
す
 

ぜ
銭
臼
 0
 セ
ぃ
 
（
 
オ
 幽
 す
 w
-
p
@
 

「
 ぺ
 @
 
オ
凹
つ
 
せ
 い
 汀
 ・
（
 
卜
 Ⅰ
 苗
 沖
田
 

e
Q
 

～
Ⅰ
 

ぺ
 Ⅰ
 め
驚
マ
 
Q
.
 
色
 ・
 ヴ
 せ
い
・
 之
 り
こ
 @
0
.
 
㌧
 
ド
鯛
、
 -
 肘
 ・
）
 

⑥
 
ヒ
 ㏄
片
オ
 

出
 す
 @
 戸
別
 
ヨ
甲
 （
 
す
の
せ
 
Ⅰ
 
り
 Ⅱ
伐
日
神
の
叶
り
こ
 

す
 川
井
 が
円
 
二
の
 
@
 
つ
い
コ
 
曲
の
 
（
 
@
.
 
（
 
コ
ヘ
 
・
 Ⅰ
・
 

イ
 
目
 Ⅰ
・
・
 

ロ
 ・
）
 

4
0
 

、
 -
-
.
P
N
l
 

ト
 の
 ・
）
 

な
お
「
大
般
若
経
」
の
①
の
一
文
は
、
安
意
の
 司
 唯
識
三
十
 頗
 秋
 口
の
中
で
、
通
計
 
所
執
 
自
性
の
無
の
教
 託
 と
し
て
 引
 用
 さ
れ
て
い
る
 

（
 づ
 ふ
き
 れ
 
～
 
か
 N
.
.
 
っ
 ・
の
の
・
日
ト
 

で
 ）
の
）
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
認
識
的
 反
省
は
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
 

述
求
品
 第
五
 0
 頗
 
（
 寒
 ・
 め
 ・
 ナ
口
 
の
 q
.
-
 Ⅰ
㍉
）
で
 

は
 、
四
種
の
無
自
性
（
自
然
 無
 
・
自
体
 無
 
・
自
性
小
壁
 住
 
・
 如
 執
 取
木
 有
 ）
の
最
後
の
無
自
性
説
（
 執
敬
 す
る
が
如
く
に
は
 有
 で
は
な
い
）
を
 構
 

成
す
る
論
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
四
種
の
無
自
性
 
説
は
 
㍉
摂
大
乗
論
」
（
大
正
、
三
一
、
一
四
一
七
）
や
「
大
乗
 

阿
毘
達
磨
 集
論
ヒ
 

（
大
正
、
三
一
、
六
八
八
上
）
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
、
世
親
 
と
虹
 @
 性
は
、
最
後
の
無
自
性
説
を
大
乗
独
特
の
も
の
と
み
な
し
て
い
 る
 点
に
注
目
す
 

べ
 ぎ
で
あ
る
（
大
正
、
三
一
、
三
四
六
上
。
大
正
、
三
一
、
四
 0
 
爪
甲
）
。
 

（
 2
 ）
「
解
深
密
経
 L
 巻
 第
一
（
大
正
、
一
六
、
六
八
八
丁
）
。
 

（
 3
 ）
い
さ
き
薄
い
 
由
さ
 
～
Ⅰ
 
ま
鰻
 Ⅰ
 ぉ
 Ⅰ
 の
 曲
～
 
ド
 Ⅰ
・
 
ム
 ・
 ヴ
へ
 い
・
Ⅰ
 
ぃ
ヨ
 
0
 （
斤
の
・
 

づ
 
の
の
、
戸
口
 

@
%
.
 

を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
 

串
餌
 @
 
乱
ゆ
セ
り
コ
コ
 

の
 に
つ
い
て
は
 
註
 ㈹
㈹
 

㈹
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
 4
 ）
「
解
深
密
経
」
 
巻
 第
一
（
大
正
、
一
一
八
、
六
八
九
丁
 
｜
 六
九
 0
 
上
 ）
。
 

（
 5
 ）
 
コ
 曲
ヨ
 い
 に
つ
い
て
は
拙
稿
「
仏
教
の
言
語
 観
 １
名
義
を
 中
心
と
し
て
ー
」
（
月
報
与
一
茂
」
 

一
 0
 セ
 ・
 一
 0 
八
）
を
 参
昭
 
の
こ
と
。
 

（
 6
 ）
 
ミ
リ
ト
 
Q
 め
漸
臣
 
さ
め
Ⅰ
～
 

討
簿
 
。
㌧
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
 

苗
鯛
寸
 
Ⅰ
 べ
 Q
 き
 音
曲
，
③
・
 
す
 Ⅱ
・
 ゆ
 ・
 呂
か
 （
 
r
a
.
 
づ
 ・
 い
 切
ト
 ト
 ㏄
Ⅰ
 

b
.
N
O
o
 

、
 -
 の
 ：
 0
.
 ㏄
 肚
 0
.
-
 
の
 ・
の
 
珪
ぃ
 

（
 7
 ）
 
こ
逮
 ：
 や
ゴ
ノ
ト
 の
・
大
正
、
七
、
七
六
四
上
。
大
正
、
 

八
 、
五
三
セ
 下
 。
 

（
 8
 ）
す
け
出
札
：
や
・
 

い
 の
・
 
-
.
 
㏄
。
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げ遍 
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にセ 、 執五 
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芭虚 
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（
 
弘
 ）
「
摂
大
乗
論
 
本
ヒ
巻
中
 
（
大
正
、
三
一
、
一
四
 

0
 上
 ）
 

6
8
 

（
㏄
）
「
同
一
 

相
 」
と
い
う
語
は
、
「
摂
大
乗
論
 

ヒ
 0
 世
親
 
釈
 （
大
正
、
三
一
、
三
四
三
十
）
と
無
性
根
（
大
正
、
三
一
、
四
 

0
 大
上
）
と
に
み
ら
 

 
 
 
 
 
 
 
 

れ
る
。
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
日
 

打
 ゴ
ビ
 
ひ
 
@
 
口
ぬ
 
c
 
か
の
 
吝
 ま
ら
（
 
北
 一
月
版
、
）
 

1
2
 

、
 b
.
2
 

の
 
づ
 
・
の
 
f
.
-
.
 

の
）
。
 

（
㏄
）
一
つ
の
 

崔
声
 （
 
港
 。
 
ゅ
 
9
%
 
ド
 
）
が
元
義
を
そ
な
え
て
い
る
 

 
 

を
 参
照
の
こ
と
。
 

（
 
即
 ）
「
 楡
伽
論
ヒ
巻
 

第
二
十
 
セ
 （
大
正
、
三
 

0
 、
四
三
二
上
 

）
 
0
 ㍉
Ⅰ
 
漸
 
q
Q
 
下
 
Ⅰ
す
寸
 

隠
ま
 
～
 執
 ら
 ハ
 
Ⅰ
 
ベ
ミ
 

Ⅰ
 卜
め
 
Q
 
寸
心
や
③
・
 

ヴ
ペ
パ
 

・
の
す
 

屈
坤
 
-
 
ド
 
・
㌧
・
 

い
い
 
㏄
 
-
-
 

q
.
.
 

つ
 
・
の
㏄
の
 

、
 -
.
N
 

㍉
 ち
 
・
本
の
の
・
 

ト
ト
か
 

（
⑪
）
～
 

ひ
 
～
 
d
.
.
U
.
l
 

か
の
・
 

コ
 ・
 1
1
 

ぃ
 

 
 

 
 

（
大
正
、
三
一
、
五
 

ヘ
セ
 
a
s
 

（
 
口
 
・
日
田
下
い
 

ソ
 
…
 め
ト
鮨
 

v
 
Ⅰ
汗
さ
 

サ
か
驚
ま
デ
ワ
ピ
 

0
.
-
.
 

ハ
一
め
・
 

れ
 ㏄
 ・
 
ロ
 
・
 
轄
 
）
 
、
 
㌃
）
の
：
 

b
.
 

培
の
。
㌃
 

い
 
の
：
 

b
.
 

ト
の
 
・
）
：
 

b
.
 

ト
つ
 

の
 
、
 
二
）
 
N
 
：
 づ
 ㏄
の
 

何
、
 
-
.
 

ト
の
 

・
 

八
 
B
 ヨ
の
 
ヰ
町
 

p
.
 

ヨ
卸
巨
妙
 

：
・
㍉
「
幼
心
 

日
 
下
口
す
ト
 

曲
ま
ダ
 
p
,
 
田
 0
-
@
4
.
@
 

め
 め
 ㏄
 @
 ワ
 ）
の
 

0
 
。
㌃
の
。
 

八
年
ア
銭
 

ヨ
 p
.
 

ヨ
 W
 
（
 
q
p
 

）
：
・
 

め
べ
曲
ミ
 

Ⅰ
下
心
ひ
か
驚
 

き
卜
 
づ
い
）
 

0
.
-
.
 

ち
 @
 ㏄
・
 
め
 ㏄
：
や
ト
の
 

0
.
-
 

あ
 

（
㏄
）
 展
伽
論
 」
 巻
 第
十
六
（
大
正
、
三
 

0
 、
三
六
五
上
）
 

、
 巻
 第
五
十
一
（
大
正
、
三
 

0
 、
五
八
 
0
 下
｜
 五
八
一
正
）
。
 

（
㎝
）
 
ミ
 ・
 之
 ：
 之
 0
.
 
）
 
ピ
 ・
 づ
 
0
 
～
・
 
目
 ，
 p
 
づ
 
・
）
 
0
 
廿
し
 
0
0
.
 

大
正
、
 

一
 
、
七
三
七
上
。
 

（
㏄
）
㏄
・
 

9
%
,
 
や
憶
 ）
 
-
.
p
 

デ
 @
 の
・
 
コ
や
ぺ
 
・
㏄
 
，
甲
 ）
 
ぬ
 
・
 
ヱ
 か
 
ー
の
 

（
㏄
）
「
 
楡
伽
論
 
口
巻
第
十
二
（
大
正
、
二
一
 

0
 、
二
三
七
丁
）
 

、
 回
春
第
三
十
六
（
大
正
、
三
 

0
 、
四
八
八
丁
 
｜
 四
八
九
上
）
 

、
回
春
第
九
十
（
 

大
 

五
三
十
）
、
「
中
辺
分
別
論
 

ヒ
 世
親
 
釈
 （
 
寒
 ・
 
ぺ
 ・
 
里
 や
お
 目
 も
 
よ
）
。
な
お
「
 

究
 寛
一
乗
空
性
 

論
 」
に
も
あ
る
（
中
村
 

瑞
隆
 「
 
梵
漢
 
対
照
 
究
克
 

一
乗
字
性
 

論
 研
究
 
ヒ
 p
.
 
ト
か
 

の
 
、
戸
 Ⅰ
㌣
に
・
）
。
 

（
㎝
）
残
余
す
る
も
の
（
 

穏
注
屈
審
 

）
す
な
わ
ち
 

C
 と
し
て
、
 
安
 慧
は
虚
妄
分
別
と
空
性
と
の
二
 

つ
 を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
 

で
も
 他
 読
書
と
の
 
関
 

傑
士
、
空
性
の
み
を
と
り
、
し
か
も
空
性
の
有
の
面
（
所
収
 

能
 取
の
無
の
有
）
の
み
を
記
し
た
。
 

略
号
 

Ⅰ
Ⅲ
・
 

ハ
円
 
Ⅱ
 
円
 
・
 日
 
Ⅶ
。
入
れ
こ
 

弓
匂
 

@
0
 

～
 
ヰ
 
い
 
c
@
@
@
 

ト
 
@
 
て
 
@
 
Ⅰ
 
@
 
一
 
さ
め
 

@
-
.
 

の
 
@
 
ヰ
 
・
 ヴ
ヒ
 

・
Ⅰ
Ⅰ
・
メ
 

タ
 「
 
O
m
T
 

一
ヰ
 

@
@
p
q
D
 

丁
 円
 0
 
寸
 
Ⅱ
 
0
.
 
ト
 
の
の
。
 

コ
ヘ
 
・
 め
 今
ノ
ヘ
 

」
 
：
 
王
 
-
 
Ⅰ
 
ヒ
 
w
"
Q
 

：
 
め
 
-
@
@
 

一
 
～
…
 

ミ
 ：
も
 
主
尹
 

m
 
…
 
8
0
 
、
 
）
・
 

ヴ
 
）
「
の
・
 

ド
 
か
 
つ
 
@
.
 

下
 
p
q
@
 

の
 
・
 P
 
の
 
O
 
づ
 

コ
や
 
・
 
d
 
：
・
 
馬
二
へ
 
：
 
d
h
@
 

）
：
 

s
 
…
～
：
：
㌔
 

寺
 
㌣
Ⅵ
 

め
 
：
 
け
 
ぎ
田
 
ゃ
 
）
：
 

P
 ：
 
田
す
 
）
「
の
・
 

之
 。
の
。
。
 

・
 づ
 0
 
ォ
せ
 
0
.
 

）
の
の
 

下
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コ
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ト
セ
 

Ⅰ
 さ
 ト
 
ロ
ミ
ミ
連
き
 

Ⅰ
 晦
 簿
記
 
か
 Ⅰ
、
 
住
 ・
 サ
せ
 の
・
 
ポ
の
ヨ
 
の
的
 
古
 注
Ⅱ
 z
 か
 の
の
 
Ⅰ
 u
.
 
ト
 
の
の
 
肚
 

へ
 っ
 
咀
 Ⅰ
 ぃ
簿
 
Ⅰ
 
さ
申
由
卸
き
 

～
ハ
ト
 

曲
 0
 
曲
 ド
せ
貸
ト
毎
 

Ⅰ
み
帽
や
色
・
 

ヴ
セ
絹
 
・
㏄
 
す
目
俺
り
 

オ
 門
下
・
の
 
ド
 
）
 
n
E
 
（
 
団
 ・
）
の
 

臼
づ
 
・
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カール・             の 聖書釈義における 歴史的 -   批判的方法 

一
間
 題
 設
定
 

（
 
2
 ）
 

 
 

ス
ト
 教
 思
想
史
の
上
で
、
近
代
か
ら
現
代
へ
の
転
換
点
に
 位
置
づ
げ
ら
れ
る
。
 

こ
の
転
換
が
聖
書
の
講
 解
 に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
 -
 
」
と
は
、
必
然
的
に
、
そ
こ
に
は
近
代
神
学
と
は
異
質
の
 聖
書
理
解
乃
至
解
釈
学
 

（
 
3
5
 

）
 

が
 存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
実
際
、
バ
ル
ト
 は
、
 自
ら
の
神
学
的
開
始
が
聖
書
へ
向
か
う
こ
と
で
あ
っ
 た
と
言
っ
て
お
り
、
 思
 

想
 史
的
に
見
て
も
、
ロ
ロ
ー
マ
 書
 」
が
、
解
釈
学
や
新
 約
 聖
書
研
究
の
課
題
と
方
法
に
つ
い
て
新
た
に
考
察
し
直
 す
た
め
の
決
定
的
な
機
 

縁
 と
な
っ
 た
 @
@
 

こ
と
は
 疑
 Ⅱ
 
v
 
得
な
 。
（
 

@
@
 

4
 
り
 
）
 し
か
し
な
が
ら
、
 ハ
ル
ト
に
よ
る
問
題
提
起
は
、
一
九
二
 0
 年
代
の
反
響
の
 中
で
は
、
至
る
所
で
 歪
 

め
ら
れ
誤
解
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
で
 あ
り
、
ま
た
、
そ
の
情
況
が
現
在
果
し
て
変
化
し
て
い
 る
の
か
と
い
う
強
い
疑
 

問
 を
も
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

従
っ
て
、
小
論
の
目
的
は
 、
 先
ず
彼
の
解
釈
学
的
プ
ロ
 グ
ラ
ム
を
検
討
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
ま
た
・
そ
れ
と
 
の
 関
連
に
お
い
て
、
 

目
 １
％
書
目
の
解
釈
学
的
な
問
題
提
起
の
内
実
を
解
明
 す
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
い
え
ば
、
釈
義
 に
お
い
て
・
歴
史
批
評
 

（
 
5
 ）
 

家
 と
競
合
し
 ぅ
る
 程
の
乃
至
は
そ
れ
以
上
の
歴
史
性
、
批
 判
 佐
を
バ
ル
ト
が
志
向
す
る
 場
 ム
ロ
、
「
歴
史
的
」
、
「
 

批
 制
約
」
と
い
う
言
葉
で
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カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
聖
書
釈
義
 に
お
け
る
 

歴
史
的
Ⅱ
批
判
的
方
法
 宇

都
宮
輝
夫
 



「
ロ
ー
マ
 書
 」
に
お
け
る
釈
義
の
方
法
的
新
し
さ
は
・
 

同
 時
に
、
従
来
の
方
法
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
そ
の
 眼
  
 

マ
 書
し
に
対
し
て
も
、
当
時
多
く
の
激
し
い
反
論
が
な
さ
 

 
 

、
 次
の
 

る
こ
と
が
出
来
る
。
 

㈹
内
容
に
対
す
る
批
判
。
こ
の
種
の
批
判
に
 
ょ
 れ
ば
 

ハ
ル
ト
は
 パ
ウ
 p
 の
思
想
を
偽
造
し
て
お
り
、
バ
ル
ト
 が
テ
 

的
 内
容
と
す
る
も
の
は
、
聖
書
記
者
の
神
学
で
は
な
く
・
 釈
義
者
の
神
学
で
あ
り
、
釈
義
者
が
テ
キ
ス
ト
の
名
に
 よ
っ
て
 

く
 の
ま
 
-
m
 
み
 込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
 
9
 ）
従
っ
て
 、
 ハ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
具
体
的
テ
キ
ス
ト
は
押
し
の
け
 ら
れ
る
 

（
 
0
 
1
 ）
 

つ
の
標
語
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
 

歴
 史
は
事
実
上
拒
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

尚
 、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
事
実
は
 、
 多
く
の
 批
 判
は
 智
一
様
に
見
え
る
が
、
シ
ュ
ラ
ッ
タ
ー
は
、
具
体
的
 ケ
ノ
 

@
 
甲
 。
 
ヘ
 逆

に
・
 
ぎ
 ー
 

よ
う
 に
整
理
す
 

キ
ス
ト
の
主
題
 

圧
 旧
る
と
い
う
全
 

か
 、
 高
々
 、
一
 

ウ
ロ
 の
テ
キ
ス
 

何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
 あ
る
。
こ
れ
は
、
バ
ル
ト
の
解
釈
学
と
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
 方
法
と
の
関
係
を
問
 う
 

（
 
6
 ）
 

こ
と
に
も
な
り
、
事
実
、
小
論
と
類
似
し
た
テ
ー
マ
の
 研
 究
は
、
 多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
 。
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
 

は
 、
解
釈
学
と
人
間
の
一
般
的
思
惟
即
ち
哲
学
と
の
関
係
 を
め
ぐ
る
問
い
を
内
包
し
て
い
る
の
で
、
バ
ル
ト
の
「
 前
 理
解
」
（
 せ
 o
r
 
づ
 0
%
 （
・
 

曲
コ
 
山
ロ
 
す
 ）
に
関
し
て
も
、
一
つ
の
帰
結
を
抽
 き
 出
す
こ
 と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
バ
ル
ト
の
解
釈
学
に
つ
 
い
て
の
、
従
来
の
余
り
 

に
 図
式
的
な
理
解
が
訂
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

尚
 、
筆
者
は
、
バ
ル
ト
の
初
期
に
表
明
さ
れ
て
い
る
 解
 釈
学
は
、
 
後
に
「
教
会
教
義
学
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
 も
の
と
・
本
質
的
に
 

@
 同
一
て
あ
る
と
考
え
る
。
（
 

7
 ）
従
っ
て
、
文
献
的
基
礎
付
け
 の
た
め
の
資
料
は
 、
 凡
て
の
年
代
を
覆
っ
て
い
る
。
 

ま
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も
こ
れ
を
最
も
尊
重
し
た
よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
 

@
 こ
 

㈲
方
法
に
対
す
る
批
判
。
こ
れ
は
、
第
一
の
批
判
と
 

密
接
に
関
連
し
、
当
然
そ
れ
か
ら
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
 

が
 、
バ
ル
ト
は
 
、
歴
 

史
的
 
l
 
批
判
的
方
法
を
顧
み
ず
、
そ
れ
を
否
定
す
る
、
 

と
 い
 う
 非
難
で
あ
る
 
0
 
 
こ
の
批
判
は
、
バ
ル
ト
自
身
の
再
 

三
 に
渡
る
反
論
に
も
か
 

 
 

ト
 の
方
法
に
対
す
る
当
時
の
反
響
に
は
、
著
し
く
類
似
 

し
た
見
方
を
認
め
る
こ
 

と
が
出
来
る
 

0
 例
え
ば
、
シ
ュ
ラ
ッ
タ
一
に
よ
れ
ば
、
 

ハ
ル
ト
は
 
、
 神
が
釈
義
者
に
語
り
か
け
、
そ
れ
故
人
間
は
 

沈
み
去
る
と
い
う
霊
感
 

思
想
（
 
H
 
コ
の
 

b
w
 

（
 
P
 
由
 O
p
 
の
 
め
 
の
 
肝
 手
目
）
の
下
で
ロ
ー
マ
書
を
 

 
 

ハ
ル
ト
は
、
霊
感
 

家
 

法
 
（
 
ぎ
紐
ョ
 
P
 
（
 
守
簗
 
）
乃
至
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
で
 

 
 

昔
 認
識
の
方
法
は
、
個
人
の
 

幼
主
観
的
経
験
や
体
験
に
基
づ
く
も
の
、
或
い
は
、
 

人
 間
の
心
が
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
心
の
内
的
開
示
（
 

ぎ
コ
 
の
 
ぺ
の
 
下
戸
叶
的
の
の
。
 

巨
 。
の
㏄
。
 

ぢ
ず
 
0
i
 

（
）
 

 
 

 
 

こ
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
・
 

醐
 
グ
ノ
ー
シ
ス
的
神
霊
 

学
 （
の
 

コ
 
0
 
の
 
窩
 。
 
す
め
 

q
0
 

オ
オ
 

仁
 ）
 
d
p
 

の
日
統
 
）
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

全
く
許
容
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
留
意
さ
れ
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
 

お
 

 
 

 
 

 
 

軒
 
る
も
の
で
あ
る
が
、
バ
ル
ト
の
主
張
を
踏
ま
え
 

っ
 つ
 、
し
か
も
、
そ
れ
を
論
難
す
る
と
い
う
点
で
、
㈹
と
朗
 

自
に
相
違
す
る
。
即
ち
 

、
ブ
 

切
 
ル
ト
マ
ン
は
、
解
明
さ
れ
る
べ
 

き
 文
書
に
含
ま
れ
 

る
 凡
て
の
言
葉
と
語
群
を
主
題
的
事
実
で
も
っ
て
測
る
と
 

い
 う
 バ
ル
ト
の
方
法
を
と
り
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

レ
 
/
 

7
3
 

 
 

「
仁
一
マ
書
目
第
三
板
序
文
か
ら
・
バ
ル
ト
が
こ
の
批
判
 

を
 感
謝
し
つ
っ
注
目
し
た
の
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
 



て ル で き 成 な @ 
  ト さ あ バ 出 果 い   

  プ レ 成就 具 0 て、 り、 ノ レト す 。 は 相 い と ノ 

    す 体 上 ま 自 こ 対 う ン 
る 的 述 た 身 の 的 意 ナ 
の な の 、 は 点 で 味 i 

で 答 議 あ 、 で あ で は 

@ ちぇ論 るのは るこ 面れ彼 " る " 素バ " " 

一 口 （ 
。 中 ・ で ら と と 朴 ル 

で 神 は の ゴ い と ト 

、 支 l 5 見 を 
学 
的   
プ を 概 ら 、 テ で 者 代 

見 親 は 直 ン あ に 遅 る 出 を 彼 ち は る無射 れ   す し の に は 。 ）決 の 

ム 
か て 見 受 ぼ そ し 考 
ら い 解 容 一 し ょ え 
で る と し 致 て う に 
あ の 完 よ し こ と 捕   る で 全 う て こ す え 

。 は に と い か ろ ら 

  そ な 対 は る行ら 。 れ 
し い 立 し 。 ） 、 彼 て   て 。 す な 彼 が お 

未 生 冊 ・ か る か は そ り 

め 二 ケ @ ヒ こ 論 も っ   の   
の 第 の た 
諒 一 

史 た 近 な 学 め 代 
題 章 の む 的 の の 
は の で し   所 論 批 

、 問 あ ろ 究 拠 判 

巨費 彼 
彼 題 る   と と 的 

な る は 
0 段 。 彼 知 す 神 

相 。 そ 
解 定 

の関 

識 る 学 
釈 は は の と 

互 こ こ 学   l 」二 @ @ 
た こ で   

不 は 歴 
的 こ   必 ・ 史 

照 で   要 魔 学 
食 も 、 解   で 史 に 

グ の よ あ 的 射 
ラ 諸 酋 コ ソ る 学 す 
ム 批 な 

  
と 間 る 半 Ⅱ   い 約 諾 

理 に ケ @ ヒ ぅ は、 識   解 対 むま 結 惟 が 
と に さ す な 論 と 元 
に 即 観 通 る   を そ 分 
よ し 察 し ノぐ の 引 の で 

(74) 

㈹
支
持
と
賛
同
。
上
述
の
諸
批
判
と
は
逆
に
・
バ
ル
 
ト
は
 、
他
方
に
お
い
て
、
多
く
の
支
持
と
賛
同
を
も
っ
て
 迎
え
ら
れ
た
。
 
例
え
 

7
4
 



カール・バルトの 

が り 式 を 
  で   、 理 

後 な い 解 
避 く わ し 
0   @ ま   
議 正 時 同 
論 当 定 化 
と で の （ 

    
  
こトむ色 

  
て釈味 る 。 （ 乙 

  
  
我々 思准 際 に 際し 

が援 図式、しての ては、 
えてい 哲学 五つ 哲学 

  
そ げ あ の   
同 る乙か 図 
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  聖書釈義Ⅴ 

，く 2 

Ⅰ 追 

れ に 孝 よ 

@ 

追 
考 
と 

  

観 
察 
ワ @ ヒ 

よ 

  
て 

得 
ら 

  
ナ， Ⅰ 

対 
象 

像、 

主 
題 
的 
事 
実 
れ @ し 

自 

ら 
の 

居、 
惟 
を 
も 
  
て 
つ 
  
て 

行 Z - 
き 

そ 
  

聖
書
が
人
間
的
記
録
で
あ
る
こ
と
は
、
バ
ル
ト
に
と
っ
 

て
も
、
自
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
釈
義
は
、
テ
キ
ス
ト
に
 

書
か
れ
・
言
わ
れ
て
 

い
る
こ
と
の
確
定
を
も
っ
 
て
 始
ま
る
。
（
ー
）
 

2
 
 つ
ま
り
、
テ
キ
ス
 
ト
の
 最
も
本
当
と
思
え
る
言
語
的
、
文
法
的
、
論
理
的
 

意
味
と
そ
の
連
関
を
確
 

走
 す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
観
察
は
、
テ
キ
ス
ト
が
 

意
 図
し
・
指
示
し
て
い
る
事
柄
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
反
映
し
 

て
い
る
対
象
 
像
 ・
テ
キ
 

ス
ト
が
明
ら
か
に
語
っ
て
い
る
主
題
的
事
実
、
テ
キ
ス
ト
 

 
 

く
こ
と
（
 エ
ぴ
 
（
 
e
 
コ
 ）
・
 

理
解
す
る
こ
と
（
 
せ
 縛
の
叶
の
田
 

し
 、
釈
義
す
る
こ
と
（
下
け
 

の
す
内
の
 

ぢ
 ）
と
い
う
別
の
定
式
が
あ
る
が
、
聞
く
こ
と
と
 

は
 、
テ
キ
ス
ト
を
通
し
 

法
て
 啓
示
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
バ
ル
ト
が
 

聖
書
の
主
題
的
事
実
と
し
て
実
際
に
観
察
す
る
も
の
は
、
 

啓
示
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 

肪
 
で
あ
る
。
ま
た
・
聞
く
こ
と
と
は
、
「
テ
キ
ス
ト
が
 

指
示
し
、
意
図
し
て
い
る
事
柄
を
あ
る
程
度
ま
で
認
め
る
 

こ
と
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
 

 
 

ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
対
象
像
の
模
写
と
把
握
の
仕
方
は
 

、
テ
キ
ス
ト
そ
れ
自
体
に
よ
 

（
 
穏
 ）
 （

 
れ
 ）
 

蝸
 
っ
て
指
示
さ
れ
、
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

ぬ
 

こ
の
過
程
に
は
、
一
般
的
な
既
知
の
諸
 

学
 が
適
 用
 さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
、
歴
史
的
 

｜
 批
判
的
方
 法
 も
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
 
明
 

げ
 

安
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
段
階
で
の
釈
義
 
は
 一
般
的
解
釈
学
の
地
平
に
あ
る
と
言
え
る
。
 

｜
 

観
察
 



「
知
解
を
求
め
る
信
仰
」
に
お
い
て
は
・
認
識
は
 、
 差
し
 当
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
（
聖
書
や
教
会
の
信
条
）
 を
 聞
く
こ
と
と
し
 

一
で
は
な
い
。
㈲
哲
学
は
・
試
み
で
あ
り
、
仮
説
と
い
う
 性
格
し
か
持
ち
得
な
い
。
㈹
哲
学
が
自
立
し
た
興
味
方
 至
 自
己
目
的
と
な
っ
て
 

は
な
ら
な
い
。
㈲
一
つ
の
哲
学
が
 、
 別
の
哲
学
に
対
し
 て
 、
原
則
的
優
位
を
占
め
る
こ
と
は
な
い
。
㈲
哲
学
は
 、
 テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
・
 

ま
た
そ
の
中
に
示
さ
れ
る
対
象
 像
 に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
 ね
ば
な
ら
な
い
。
 

さ
て
、
こ
の
追
考
の
項
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
バ
ル
ト
 は
、
 主
と
し
て
・
釈
義
に
お
け
る
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
て
 お
り
、
追
考
の
具
体
 

的
 内
実
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
・
 こ
 の
 概
念
そ
の
も
の
は
 宅
 ロ
ー
マ
 書
 日
に
も
ア
ン
セ
ル
ム
ス
 研
究
に
も
存
在
 叫
る
 。
 

無
論
三
老
は
各
々
独
自
の
内
容
を
展
開
し
て
お
り
、
 同
 定
 出
来
な
い
に
せ
よ
、
 

相
覆
 5
 点
も
少
な
く
な
い
。
 

そ
 れ
 故
、
「
教
会
教
義
学
 
ヒ
 

を
 瞥
見
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
手
が
か
り
と
す
る
 な
ら
ば
、
追
考
概
念
の
 よ
 り
一
層
の
解
明
が
期
待
出
来
よ
  
 

先
ず
、
フ
ー
フ
 書
ヒ
を
 詳
細
に
分
析
す
る
と
、
追
考
は
 、
理
解
（
 せ
の
 （
の
 
ガ
ぎ
口
 ）
、
解
明
（
 由
 Ⅱ
 
オ
鹸
 Ⅱ
の
 
口
 ）
、
さ
ら
 に
は
 肝
ゆ
 
M
W
 
一
 （
（
 
セ
ヘ
 
c
m
 
（
 
ヒ
 ）
 

と
い
う
概
念
と
緊
密
に
連
関
し
・
 

ほ
ば
 同
一
の
実
質
を
有
 し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
・
 テ
キ
ス
ト
が
提
示
し
て
 

い
る
諸
概
念
の
内
的
緊
張
に
出
来
る
限
り
参
与
し
つ
つ
、
 テ
キ
ス
ト
の
語
句
を
、
テ
キ
ス
ト
が
語
っ
て
い
る
主
題
 的
 事
実
に
照
ら
し
て
 解
 

釈
し
、
さ
ら
に
、
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
 を
意
味
す
る
。
 

，
 

（
 
8
 
2
 ）
 

「
教
会
教
義
学
」
に
お
い
て
は
・
同
じ
こ
と
が
、
一
般
的
 

 
 

理
解
す
る
こ
と
と
 釈
 

萎
 す
る
こ
と
は
、
こ
の
追
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
二
分
し
て
 見
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
前
者
は
、
テ
キ
ス
ト
 を
 主
題
的
事
実
か
ら
 理
 

解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
の
言
葉
が
示
し
、
 意
 図
し
て
い
る
主
題
的
事
実
の
観
念
を
手
が
か
り
に
、
言
葉
 へ
と
戻
り
、
言
葉
そ
の
 

も
の
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
総
て
の
表
象
と
概
念
 の
 意
義
は
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
存
せ
ず
、
主
題
的
事
実
 と
の
関
係
に
お
い
て
 規
 

定
 さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
研
究
の
成
 果
 が
後
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
言
葉
を
主
題
的
事
実
と
の
 関
係
に
お
い
て
解
明
す
 

（
 
0
 
父
 
3
 
）
 

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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カール・バルトの 聖書釈義における 歴史的 - 批判的方法 

  ト 量 識 と 士 ，ロ、 る の は を こ て 3 は す と 最 な れ 従 こ プ 、 深 バ こ 

、 る は 後 の て っ と ロ す く ル で 論 
と あ り 徳教『 。 っ 会 同 こ 中なにで して」 、 セぐ読 ト は 理 

え て 教 の で ら " あ ま " ス 近 む に 、 的 

な 条     
秋 鹿 釈 正 
義 に 議 し   さは 陥らを、 @ ま、 離 ち と の 現   

部 ィヒ 何に 一般 ず 、 畢寛 

的 内 訴 よ が た 

解 約 み っ 

釈 統 で て   と で   連 

な ら の 的 り 詔、 
回 路 は 地 連 ・ さ 則 る を 

ィヒ ま   平 関 板 れ 
と え そ に の 説 る 

あ 3 な か 釈 は っ れ 
、 つ に る ち の が ア 

テ も よ も に で 問 キ 

キ     』 ノ ， @ 目   ス 

ス 総 て   
ト 合 如 考 づ て な   

え げ ・ る 者 、 の ら ら ま る 3  話   る ら そ 。 か と り 。 ム 
ら 視 る   趣 即時 

れ 座 釈   る 工 め の 
て が 義 こ か し ト   

い 要 件 れ 否 さ に   的 
る 末 葉 を か は と 

必 

事 さ が 否 に 、 っ 口口 然 
柄 れ 示 定 よ テ て l 生 

な る 唆 す っ キ 、 を 

我 。 さ る て ス 人 確 
    根 ト 間 定 
の て 拠 実 を 学 す 
も   は 証 一 酌 見 に っ ト て る 

の る な さ 節 電     

と の い れ 一 要   と 

す か で   る 前 @ 生 で 

る 明 あ の 精 は 
  ろ で 密 、 

あ （ 

  ら 言われ 理 というよく こと」 深い意 らかに る命題 る巴 
と   解 事 で 味 さ の て う ち - に 真 

  

で、 ケ @ -   る 9 探 理 す （ 実 あ せ れ（ 意     し 

あ な 。 究 性 る ㊦を る繍よ る㊦ 味 る か 

る ら バ し の 」 殆 。 ） み 。 内 事 し 

ル 者 標 と こ 容 柄 な ， 」 ど   
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性
の
内
に
あ
り
（
 ぎ
ぎ
宮
 二
の
り
（
 

u
 。
の
の
の
の
 

ぎ
ぎ
 t
e
 

（
）
の
 

c
t
u
 

）
 、
 従
っ
て
、
三
口
業
が
意
味
し
て
い
る
現
実
が
存
在
し
て
は
 

  

そ
の
際
釈
義
者
は
、
聖
書
記
者
、
即
ち
啓
示
の
証
人
と
土
 （
に
知
る
者
と
な
る
。
つ
ま
り
同
化
と
は
・
釈
義
者
が
 
、
 啓
示
の
証
人
と
の
同
時
 

性
 、
同
等
性
、
間
接
的
同
一
性
を
持
っ
こ
と
を
意
味
す
 る
 。
 

ハ
ル
ト
は
、
同
化
を
、
観
察
や
追
考
に
連
な
る
も
の
と
 見
て
い
る
が
、
私
見
に
 よ
 れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
と
 次
元
を
異
に
す
る
 バ
 

ル
ト
神
学
の
い
わ
ば
超
越
的
側
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
 い
 る
の
で
あ
る
。
 

と
い
う
の
は
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
理
解
（
釈
義
）
は
 、
即
 目
 的
に
は
そ
の
真
理
性
批
判
で
は
あ
り
得
な
い
の
に
、
 同
化
に
お
い
て
は
ま
 

さ
し
く
そ
れ
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
我
々
は
自
ら
 
、
 聖
書
の
言
葉
を
通
し
て
我
々
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
 考
察
す
る
。
し
か
も
、
 

  

そ
れ
が
我
々
自
身
の
実
存
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
 故
 に
、
 我
々
は
そ
れ
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 」
「
同
化
と
は
、
啓
示
の
 

  

証
人
達
の
証
言
を
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
受
け
取
る
 ，
 
」
と
で
あ
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
事
柄
は
 、
 単
に
認
識
論
的
 
で
あ
る
ば
か
り
で
な
 

く
 、
存
在
論
的
地
平
に
も
 係
 わ
る
。
再
び
こ
こ
で
、
 
ア
 ソ
 セ
ル
ム
ス
研
究
が
、
解
明
の
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

「
知
解
を
求
め
る
信
仰
 
口
 に
お
け
る
、
信
仰
（
 1
 ）
 ｜
 認
識
 ｜
 信
仰
（
 2
 ）
と
い
う
認
識
論
的
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
 

誠
 に
対
応
す
る
も
の
 

が
、
 （
観
察
を
既
に
内
包
し
た
形
で
の
）
追
考
で
あ
る
と
 す
る
な
ら
、
同
化
に
対
応
す
る
も
の
は
・
最
後
に
な
 
お
 残
っ
て
い
る
信
仰
（
 
2
 ）
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
差
し
当
た
り
、
作
業
仮
説
と
し
 て
 、
両
者
を
同
じ
も
の
と
し
、
そ
の
た
め
の
文
献
的
基
礎
 付
け
な
考
え
て
み
る
こ
 

と
に
す
る
。
 

第
一
に
、
信
仰
（
 2
 ）
は
、
宣
教
さ
れ
た
言
葉
を
神
の
 
@
 葉
 そ
の
も
の
と
し
て
認
め
、
宣
教
さ
れ
た
事
柄
を
真
理
と
 し
て
肯
定
す
る
こ
と
 

う
 
9
 
3
 ）
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
理
性
批
判
と
し
て
の
同
化
の
性
格
 と
 一
致
す
る
。
 

第
二
に
、
認
識
と
信
仰
（
 
2
 ）
と
の
間
に
は
、
当
然
断
絶
 
が
 予
想
さ
れ
る
。
 
つ
士
廿
 、
バ
ル
ト
は
・
前
者
を
少
な
く
 と
も
原
理
的
に
は
 人
 

（
 
0
 
4
 
り
 
）
 

間
の
内
在
的
可
能
性
の
内
に
あ
る
も
の
と
見
て
い
る
が
、
 そ
の
こ
と
は
後
者
に
は
全
く
妥
当
し
な
い
。
即
ち
 、
靭
 仙
 調
は
 、
 差
し
当
た
り
 知
 

(78)  78 
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ワ @ し 

よ さ 

  客 い 神 

と 
けの 

    
" ノ 

る る 」 るにす 
  

の と 

で ・ 居、 

は ね 
な れ 
く る     
79  (79) 

 
 

（
 
4
 
4
 ）
 

蝸
が
 問
題
で
あ
っ
た
が
、
同
化
に
お
い
て
は
、
「
聖
書
 の
 言
葉
と
い
う
形
態
に
お
い
て
、
神
の
舌
口
業
が
我
々
に
 出
会
う
」
（
傍
点
筆
者
）
の
 

- 批判的方法 

る
 。
こ
の
思
惟
対
象
の
対
象
性
こ
そ
、
神
学
の
最
後
的
 条
 件
 と
さ
れ
、
バ
ル
ト
は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
祈
り
の
 解
 釈
の
中
で
こ
れ
に
 @
 及
 

（
 
ク
 
4
 
。
）
 

し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
、
 

司
 福
音
主
義
神
学
入
門
ロ
 
と
 比
較
す
る
と
、
問
題
が
聖
霊
論
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
 が
 分
か
る
。
 

同
じ
こ
と
が
、
「
教
会
教
義
学
」
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
 

観
察
と
追
考
に
お
い
て
は
、
啓
示
の
証
言
 ロ
と
 し
て
の
人
間
の
言
葉
 

は
 、
そ
れ
が
現
実
に
お
い
て
存
在
す
る
の
を
知
る
こ
と
 （
 
ぎ
 （
 
色
 好
の
Ⅱ
の
の
㏄
の
の
 

ぎ
お
 ）
な
の
で
あ
プ
 リ
 。
 

司
教
会
教
義
学
」
に
お
け
る
同
化
の
叙
述
は
 、
 明
ら
か
に
 以
上
の
こ
と
と
即
応
す
る
。
即
ち
、
同
化
に
お
い
 て
 、
「
聖
書
の
意
味
 

（
の
の
 

口
留
 ②
が
、
そ
の
有
用
性
（
 乙
巳
 ）
と
し
て
も
明
ら
 か
と
な
る
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
進
ま
な
い
限
り
、
 観
察
は
美
的
観
察
に
過
 

（
ー
）
 

4
 

ぎ
ず
、
追
考
は
袖
笠
 ゑ
 味
な
思
弁
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
の
 で
あ
る
。
 

第
三
に
、
信
仰
（
 2
 ）
に
お
い
て
は
、
宣
教
の
言
葉
は
神
 

の
 言
葉
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
の
の
の
の
 ぎ
ぎ
汀
 二
の
り
（
仁
は
窃
 
お
ぎ
 お
と
な
る
の
 

（
 
ぬ
 ）
 

で
あ
る
が
、
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
移
行
は
、
思
惟
の
 対
象
が
現
わ
れ
出
る
こ
と
（
才
の
 
r
a
 

二
の
（
～
の
田
の
田
の
 

%
.
 
の
田
の
（
の
 

お
 ）
に
よ
っ
て
成
就
 す
 



れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
霊
的
釈
義
ま
た
 は
 霊
感
論
そ
の
も
の
と
な
り
、
バ
ル
ト
自
身
が
そ
れ
ら
を
 厳
し
く
排
除
し
た
と
 

（
 
O
 
5
 ）
 

ぅ
 事
実
と
撞
着
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
場
 ム
ロ
 
に
は
、
解
釈
 学
 方
法
論
（
認
識
論
と
言
っ
て
も
よ
い
）
は
「
二
本
立
て
 」
と
な
ら
ざ
る
を
 得
 

い
が
、
バ
ル
ト
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
起
こ
っ
て
 い
 な
い
。
し
か
し
、
私
見
に
対
し
て
も
、
一
つ
の
問
い
が
 立
て
ら
れ
 ぅ
 る
で
あ
 

う
 。
即
ち
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
研
究
に
お
け
る
認
識
（
 知
 解
 ）
も
、
「
教
会
教
義
学
」
に
お
け
る
追
考
も
 、
 単
に
内
 在
 的
に
の
み
考
え
 も
 

て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
 は
、
 一
つ
の
事
実
を
指
摘
す
れ
ば
、
解
決
す
る
。
 つ
 ま
 り
 、
釈
義
は
・
最
初
 

ら
 c
 
（
の
 
宙
 。
 巨
ぎ
 （
の
）
ト
庁
 

曲
 
m
 
（
知
解
す
る
た
め
に
信
ず
る
 
）
の
立
場
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
 

さ
て
、
追
考
と
同
化
の
間
に
は
、
バ
ル
ト
の
啓
示
論
が
 介
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
 ヴ
 ア
ル
ト
は
 、
こ
 

（
 
I
 
5
 ）
 

に
 断
絶
を
見
ず
・
啓
示
論
を
、
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
方
法
の
 延
長
線
上
で
と
ら
え
 よ
う
 と
す
る
。
彼
の
論
旨
は
そ
れ
 な
り
に
一
貫
し
て
い
 

が
 、
や
は
り
そ
の
見
解
に
は
無
理
が
あ
る
よ
さ
に
思
わ
 れ
る
。
む
し
ろ
・
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
 ｜
 批
判
 駒
方
法
が
こ
 ，
 
」
で
 必
 

 
 

的
に
終
焉
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
、
 
、
、
ッ
タ
ル
 
ス
 の
よ
う
に
、
こ
の
点
を
・
歴
史
的
方
法
論
と
教
義
学
的
 方
法
論
の
分
岐
点
と
 

徴
 づ
け
る
の
も
正
確
で
は
な
い
。
（
 

2
 
5
 
 

）
 ハ
ル
ト
に
と
っ
て
 、
，
 

」
こ
に
は
如
何
な
る
方
法
も
存
在
せ
ず
、
方
法
論
は
決
し
 て
 問
題
と
は
な
り
 得
 

い
か
ら
で
あ
る
確
か
に
、
分
岐
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
 
そ
れ
は
認
識
内
容
の
分
岐
点
で
は
な
い
。
「
認
識
に
は
 
テ
キ
ス
ト
が
神
の
 

（
 
甘
 
5
 
。
）
 

 
 

で
あ
る
。
バ
ル
ト
に
お
い
て
、
両
者
の
連
関
は
、
テ
キ
ス
 ト

を
 神
の
言
葉
と
理
解
し
う
る
と
い
う
約
束
と
し
て
 与
 え
ら
れ
る
。
そ
れ
 故
 

薬
 と
し
て
肯
定
さ
れ
承
認
さ
れ
る
、
か
の
分
岐
点
の
前
 の
 認
識
と
、
そ
の
後
の
認
識
と
が
あ
る
。
両
者
は
、
（
 テ
 キ
ス
ト
に
即
し
て
い
 

（
 
訊
 ）
 

の
で
あ
る
か
ら
）
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
一
致
し
て
い
る
が
 、
し
か
し
や
は
り
ー
と
り
わ
け
両
者
の
存
在
論
的
構
造
 の
点
で
 ｜
 異
な
る
」
 

（
 
防
 ）
 

追
考
は
、
そ
の
約
束
が
か
つ
て
成
就
し
た
と
い
う
想
起
 と
 、
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
に
お
い
て
の
み
、
 同
化
を
目
指
し
 ぅ
る
 の   の る 言 な 特 然 る こ か れ ろ な い 

 
 

同
化
に
対
す
る
別
な
解
釈
は
 
（
 
9
 
4
 
 

、
 
）
 種
々
の
ア
ポ
リ
ア
に
 陥
 る

で
あ
ろ
う
。
先
ず
・
対
象
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
新
た
な
 認
識
が
直
接
伝
達
さ
の
 

 
 

そ
の
認
識
が
・
真
理
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
現
実
へ
と
 適
 片
 さ
れ
る
（
具
体
的
に
は
宣
教
さ
れ
る
）
の
で
あ
る
。
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判 て 世   あ 来 き 

定 、 界 相   る   る る 

は 起 観 閲 ".@ な 
、 越 に 関 と 

そ ら 

特 性 俊 傑 」   し @ ま 

定 は 存 で て   
の 、 す あ を （   実 解 
前 歴 る る ・ 客 観 際 釈 

非 ゑ 察 、 学 

見   
題 

合 ， な 

  
ケま   

の我 
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る
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6
 
5
 

）
 



準
 に
従
っ
て
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
 

そ
 の
 背
後
に
あ
る
人
間
的
事
象
が
再
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
 る
 0
 こ
の
課
題
と
方
法
 

が
 、
歴
史
学
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
こ
と
は
。
バ
ル
ト
 に
と
っ
て
も
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
解
釈
学
的
 に
 正
当
か
ど
う
か
、
 
と
 

い
う
点
に
 、
 彼
の
疑
問
は
向
け
ら
れ
る
。
 

先
ず
㈹
に
対
し
て
・
彼
は
、
先
行
的
基
準
を
持
っ
て
 テ
 キ
ス
ト
に
接
す
る
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
自
己
主
張
を
阻
 止
し
、
テ
キ
ス
ト
を
 

疎
外
す
る
、
と
論
難
す
る
。
そ
れ
故
、
先
行
的
基
準
に
 抗
し
て
テ
キ
ス
ト
が
自
己
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
釈
義
 者
は
、
前
も
っ
て
持
っ
 

（
 
0
 
6
 ）
 

て
い
る
歴
史
概
念
、
真
理
概
念
を
新
た
に
規
定
し
、
拡
張
 す
る
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
観
察
は
、
可
能
、
 不
可
能
に
関
し
て
予
め
 

 
 

（
㏄
）
 

判
断
せ
ず
、
テ
キ
ス
ト
が
語
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
、
 単
純
に
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
、
こ
れ
 を
 、
歴
史
的
認
識
と
呼
 

ん
で
い
る
。
 

㈲
に
対
し
て
も
。
同
様
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 
則
ち
、
人
間
的
に
実
証
し
う
る
歴
史
を
、
テ
キ
ス
ト
 
か
 ら
 引
き
出
す
場
合
に
 

は
 、
そ
れ
が
本
来
語
ら
ん
と
す
る
事
柄
か
ら
逸
脱
せ
ざ
る
 を
 得
な
い
と
言
 う
の
 で
あ
る
。
（
 

2
 
6
 
 

）
 ハ
ル
ト
に
と
っ
て
 
、
テ
 キ

ス
ト
を
離
れ
て
・
 
そ
 

の
 背
後
の
出
来
事
に
歴
史
的
真
理
問
題
を
あ
て
は
め
る
，
 」
と
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
自
体
の
問
い
と
答
え
に
関
与
す
 
る
 代
り
に
、
そ
れ
と
は
 

異
質
な
問
い
を
押
し
つ
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
む
し
 ろ
 、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
注
意
が
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
 な
い
。
つ
ま
り
、
研
究
 

が
 対
象
と
す
る
「
歴
史
的
な
も
の
」
は
、
聖
書
テ
キ
ス
 ト
 そ
れ
自
体
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
バ
ル
ト
は
 
、
歴
 史
的
に
探
求
さ
れ
る
べ
 

（
㏄
）
 

ぎ
 も
の
に
対
す
る
証
言
の
優
越
性
を
、
一
貫
し
て
固
持
 す
る
」
と
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
 釈
 義
の
課
題
は
、
テ
キ
ス
 

-
4
 

6
 ）
 

ト
 の
背
後
に
遡
ろ
 
う
 と
す
る
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
、
 

と
 い
 う
 バ
ル
ト
の
命
題
は
・
こ
の
連
関
で
理
解
さ
れ
ね
ば
 な
ら
な
い
 0
 ア
イ
ヒ
 ホ
 

ル
ッ
 が
言
及
し
て
い
る
よ
 う
 に
・
こ
の
命
題
は
、
共
闘
 伝
 承
が
 与
え
る
も
の
は
ケ
リ
 ュ
グ
マ
 で
あ
っ
て
、
歴
史
で
 は
な
い
と
い
う
発
見
以
 

（
㏄
）
 

上
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
「
換
言
す
れ
ば
・
バ
ル
ト
は
 、
歴
史
家
の
苦
境
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」
彼
の
 
意
図
は
、
む
し
ろ
、
 
釈
 

議
せ
 、
テ
キ
ス
ト
自
体
が
動
い
て
い
る
地
平
へ
と
呼
び
 一
 
戻
す
こ
と
に
あ
る
。
彼
の
決
定
的
な
主
張
に
 よ
 れ
ば
、
 
歴
史
的
 l
 批
判
的
方
法
に
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" 史 的 " キ 以上 制 実現 優ス での観 は、 実 批判的 この ること 

約 的 実 れ ト の 際 研 よ は 察 の   
に 呼 歴 か " 正 諸 井 に " の 結 

ま れ 的   
ト 、 み 、 能 学 

し     性 め 
の に 優 
位 厳 
を 密 

つ 限   具 て   
83  (83) 

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
点
を
、
テ
キ
ス
ト
の
「
現
実
性
 

の
 優
位
」
（
 
せ
 0
 
は
 p
 
口
内
 
監
 Ⅱ
 毛
ぎ
乙
 
w
n
 

ゴ
オ
 
の
 
ト
 
（
）
と
い
う
概
念
 

に
よ
っ
て
展
開
し
た
 

 
 

ト
の
 解
釈
学
の
根
木
形
式
は
、
テ
キ
ス
ト
の
自
己
主
張
 

を
 、
我
人
の
理
解
に
と
 

っ
て
異
質
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
極
め
て
奇
異
な
 

、
 耐
え
難
 い
 詳
細
の
ま
ま
で
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 

。
（
 

恕
 
9
 ）
 

い で 基 

な （ あ （ づ 
い 9 る ㏄ く 

  。 聖 

徒 書 
つ 学 

て が   
    

ト 本 
は 性 
  上   
れ案 
と 際 
異 に 
な 探 
つ 求 
た せ 
歴 ぬ 
史 は   
事 ら 

実 な 
問 い 
題 歴、 
を 史、 
テ 的、 
キ 真 
ス 理 
@ と 

に ． f ま 

日埠 
う 聖 
加 害 
何 テ 

な キ 
る ス 

可 ト 

能 そ 
l 生 の 
も も 

  の 
勤 め 
機 具 

    味 一， 方 い 

め と 

て 達 
は 関 



も
の
は
、
観
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
連
続
し
て
は
い
る
 が
 、
同
一
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
予
 め
 携
え
た
哲
学
の
標
準
 

に
 従
っ
て
追
考
し
た
こ
と
を
、
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
に
 よ
 っ
て
 、
 或
い
は
、
テ
キ
ス
ト
の
語
句
と
主
題
的
事
実
と
 の
 弁
証
法
を
通
じ
て
 訂
 

今
も
同
じ
 

も
の
と
し
 

（
 
7
 
7
 ）
 

で
あ
る
。
」
追
考
さ
れ
た
も
の
は
観
察
さ
れ
た
も
の
 

と
 結
び
つ
く
可
能
性
が
全
く
欠
け
て
い
る
訳
で
は
な
い
 

そ
の
 

（
 
俺
 ）
 

て
は
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
な
く
、
観
察
さ
れ
た
も
の
に
 基
づ
い
て
憶
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
 追
考
さ
れ
た
 

ル
ト
と
 フ
ル
ト
マ
 ソ
 の
間
の
相
違
は
、
前
理
解
の
有
無
に
 で
は
な
く
、
そ
れ
が
釈
義
に
お
い
て
果
す
役
割
に
関
係
 し
て
い
る
、
 

と
正
 

（
 
符
 ）
 

指
摘
す
る
。
こ
の
前
理
解
、
哲
学
の
問
題
を
突
き
詰
め
 る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ル
ト
の
批
判
概
念
は
明
ら
か
に
な
 る
 。
 

（
 
托
 ）
 

フ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
と
同
様
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
も
・
 

純
粋
に
客
観
的
な
（
観
察
や
）
追
考
は
あ
り
得
な
い
 
。
そ
れ
を
、
 
バ
 

は
、
 ロ
ロ
ー
マ
・
 里
こ
英
庄
 旧
版
へ
の
序
文
の
中
で
、
次
の
よ
 
う
 に
表
現
し
て
い
る
。
「
誰
も
、
同
時
に
読
み
込
ま
ず
に
 
は
、
 
読
み
取
れ
た
 

ど
ん
な
議
卿
 者
も
、
 
読
み
取
る
以
上
に
読
み
込
む
と
 ぃ
 ぅ
 危
険
か
ら
安
全
で
は
な
い
。
私
も
、
こ
の
危
険
か
ら
 安
 全
 で
は
な
か
っ
た
 

 
 ノ

ン
 

 
 

 
 

し
、
 

（
 
れ
 ）
 

要
素
は
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
現
在
で
も
、
 通
 常
、
 
そ
 う
 考
え
ら
れ
て
い
る
 0
 
ア
イ
ヒ
ホ
ル
 
ッ
 は
、
こ
の
 把
握
を
乗
り
越
え
、
 
バ
 

2
 
 追
考
に
即
し
て
 

観
察
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
が
 

思
惟
で
あ
る
と
舌
口
え
ろ
。
つ
ま
り
、
 

観
察
し
た
も
の
を
追
考
す
る
際
に
 

前
 理
解
の
問
題
と
深
く
絡
み
合
っ
て
 

 
 

 
 

、
歴
史
的
 i 批
判
的
思
惟
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
追
考
に
 お
い
て
重
要
な
の
は
、
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
 

こ
こ
で
の
課
題
は
、
バ
ル
ト
の
批
判
概
念
の
解
明
で
あ
る
   

は
 
、
前
述
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
哲
学
の
介
入
が
必
然
的
 で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
釈
義
に
お
け
る
 

い
る
。
従
来
、
バ
ル
ト
の
解
釈
学
に
お
い
て
は
・
ブ
ル
ト
 マ
ン
の
場
ム
ロ
と
は
対
照
的
に
、
前
理
解
の
 

 
 

 
 

（
 
3
 
7
 ）
 

危
険
性
を
字
ん
で
い
る
こ
と
は
、
否
定
出
来
な
い
よ
う
 に
 思
わ
れ
る
。
 

学
的
に
見
て
も
、
テ
キ
ス
ト
の
優
位
と
い
う
主
張
が
 、
聖
 書
 の
 逐
語
 霊
感
 謝
 的
な
字
義
的
釈
義
を
 、
 新
し
い
形
態
 で
 復
権
さ
せ
る
に
至
る
の
 

て
 、
そ
の
 ょ
う
 に
 ヵ
 テ
ゴ
リ
ー
を
拡
張
す
る
な
ら
ば
、
 

方
 法
的
首
尾
一
貫
性
を
・
歴
史
学
自
ら
粉
砕
す
る
こ
と
に
 

な
る
。
し
か
も
、
解
釈
 4
8
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正
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
正
し
さ
を
・
前
述
し
た
仕
方
 パ
 第
三
章
の
 
2
 ）
で
実
証
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
 る
 。
し
か
し
。
バ
ル
ト
 

自
身
言
っ
て
い
る
よ
 う
 に
、
こ
の
実
証
は
、
相
対
性
の
 域
を
出
な
い
。
（
 

9
 
7
 ）
 

こ
こ
か
ら
、
重
要
な
帰
結
が
得
ら
れ
る
。
即
ち
、
追
考
さ
 れ
た
こ
と
は
、
総
て
・
実
験
的
に
テ
キ
ス
ト
に
適
用
さ
 れ
た
に
過
ぎ
ず
、
 
仮
 

説
 で
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
（
哲
学
の
制
約
第
三
 ア
 ー
 ゼ
 ）
 0
 そ
の
限
り
、
 

別
紹
 釈
の
可
能
性
に
対
し
て
 ・
閉
鎖
的
で
あ
る
こ
と
 

は
 許
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
釈
義
が
 人
間
的
追
考
の
行
為
で
あ
る
限
り
、
読
み
込
む
と
い
う
 危
険
は
、
本
質
的
に
 除
 

（
 
0
 
8
 ）
 

去
 不
可
能
な
の
で
あ
り
、
釈
義
の
た
め
の
客
観
的
な
無
 謬
の
規
範
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
立
て
ら
れ
得
な
い
の
 
で
あ
る
。
厳
密
に
と
れ
 

ば
 、
ど
の
一
句
も
私
の
釈
義
で
す
っ
か
り
割
り
切
れ
て
 は
い
な
い
、
と
い
う
ロ
ロ
ー
マ
重
目
目
で
の
バ
ル
ト
の
生
口
 
円
円
け
は
、
（
 

8
 
 

l
 ）
 
こ
の
こ
と
と
の
 
連
 

 
 

関
 で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
バ
ル
ト
に
は
、
厳
密
 な
 意
味
で
の
解
釈
学
的
方
法
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
 思
 わ
れ
る
。
彼
が
自
ら
の
 

（
㏄
）
 

解
釈
学
を
神
学
的
釈
義
（
緩
の
 
0
 ）
 
o
m
 

が
。
ず
の
 

巴
 Ⅹ
の
㏄
の
の
の
）
 

と
 呼
ぶ
 場
 ム
ロ
も
、
や
は
り
同
様
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
 

彼
 の
 釈
義
「
方
法
」
は
 、
 

（
 
@
@
 

Ⅲ
一
）
 

専
ら
「
熟
考
せ
よ
 /
.
 
」
な
の
で
あ
る
。
 
ロ
 ピ
リ
ピ
 書
 注
解
 」
の
次
の
言
 表
は
 、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
 0
 「
 方
 法
論
に
関
す
る
議
論
に
 

（
 
ク
 
8
 
。
）
 

お
い
て
は
、
解
決
を
望
む
の
は
困
難
で
あ
る
。
」
従
っ
て
 
、
 彼
の
基
本
的
関
心
は
、
解
釈
学
方
法
論
よ
り
も
、
 む
 し
ろ
、
ミ
ノ
キ
ス
 @
r
 
の
目
木
 

体
的
 釈
義
内
容
に
向
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
解
釈
 学
 に
関
す
る
彼
の
論
述
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
比
較
し
て
・
 量
的
に
極
め
て
少
な
い
 

と
い
う
事
実
、
或
い
は
・
彼
の
コ
ロ
ー
マ
 書
 L
 を
具
体
 的
に
パ
ウ
ロ
の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
批
判
し
た
シ
ュ
ラ
 ッ
タ
 ー
の
反
応
を
 
、
バ
 

ル
ト
 が
尊
重
し
た
と
い
う
事
実
は
・
恐
ら
く
・
こ
の
点
に
 根
拠
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
バ
ル
ト
に
と
っ
て
 ぼ
、
 彼
の
講
 解
 に
対
す
 

る
 批
判
は
、
テ
キ
ス
ト
の
 講
 解
そ
の
も
の
か
ら
な
さ
れ
 る
 場
合
に
の
み
、
有
意
義
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
バ
ル
ト
 が
 方
法
を
措
定
し
な
い
 

の
は
、
純
粋
に
客
観
的
に
テ
キ
ス
ト
を
し
て
語
ら
し
め
る
 方
法
が
存
在
し
得
な
い
と
同
時
に
、
釈
義
に
使
用
さ
れ
 る
 哲
学
は
、
普
遍
的
 必
 

熱
性
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
の
特
殊
的
必
然
性
し
か
 持
 

。
コ
リ
 目
 救
済
史
的
解
釈
等
を
用
い
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
 ち

 得
な
い
（
哲
学
の
制
約
第
四
テ
ー
ゼ
）
た
め
で
あ
る
。
 

 
 

彼
が
、
 予
 拙
論
、
ア
レ
 

こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
 説
 

85  (85) 



明
 が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
の
考
察
か
ら
、
バ
ル
ト
の
批
判
概
念
が
明
ら
か
に
 な
る
。
近
代
神
学
に
対
す
る
彼
の
非
難
は
、
特
定
の
思
惟
 図
式
、
哲
学
が
 

そ
れ
が
人
間
の
倫
理
性
で
あ
れ
・
敬
虔
、
感
情
、
内
的
 生
 等
で
あ
れ
規
範
化
さ
れ
、
聖
書
に
押
し
っ
げ
ら
れ
 、
そ
れ
で
も
っ
て
聖
書
 

そ
の
関
連
で
個
人
の
言
葉
を
理
解
出
来
る
か
ど
う
か
、
 ま
 

が
 測
ら
れ
た
と
い
う
点
に
向
げ
ら
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
 に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
特
定
の
思
惟
図
式
こ
そ
、
 具
 

た
 、
出
来
る
と
す
れ
ば
ど
の
程
度
出
来
る
か
が
、
追
考
 に
お
け
る
文
献
研
究
の
 

体
的
 テ
キ
ス
ト
、
テ
キ
 

ス
ト
の
主
題
的
事
実
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
反
映
し
て
い
る
 対
象
 像
 に
基
づ
い
て
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
 る
 
（
哲
学
の
制
約
第
五
 

テ
ー
ゼ
）
。
そ
れ
故
、
批
判
の
客
体
は
、
近
代
神
学
に
お
 げ
る
よ
 う
 に
、
聖
書
で
は
な
く
、
追
考
に
お
い
て
使
用
 さ
れ
る
我
々
の
思
惟
 図
 

式
 、
哲
学
で
あ
り
・
聖
書
テ
キ
ス
ト
は
 、
 逆
に
、
そ
の
 

  

と
こ
ろ
で
・
 
ヲ
 ー
％
ま
 自
 」
の
文
脈
に
戻
る
な
ら
ば
、
 

上
 述
 の
も
の
と
は
別
の
批
判
概
念
に
出
会
う
。
バ
ル
ト
 が
 、
「
歴
史
的
批
判
 家
 

（
㏄
）
 

は
 、
も
っ
と
批
判
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
 う
 」
と
 言
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
 

ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
当
時
の
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
研
究
は
・
 

聖
書
の
語
句
を
近
代
 語
 に
翻
訳
し
、
「
そ
こ
に
書
か
れ
 
て
い
る
こ
と
」
を
 確
 

走
 す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
偶
然
的
立
 場
に
 規
定
さ
れ
た
宗
教
的
思
索
の
範
 塙
 
（
倫
理
性
・
感
情
 、
体
験
等
）
に
基
づ
い
 

て
 、
テ
キ
ス
ト
を
散
発
的
に
評
価
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 理
 解
 を
な
し
終
え
た
と
考
え
る
。
う
ま
く
あ
て
は
ま
ら
な
 い
 箇
所
は
、
聖
書
記
者
 

の
 歴
史
的
偶
然
的
見
解
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
、
近
代
的
意
 誠
 に
と
っ
て
は
 
蹟
 ぎ
と
な
る
時
代
史
的
 残
淫
 と
し
て
、
 
宗
教
史
的
平
行
現
象
と
 

（
 
田
 ）
 

結
び
つ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
 意
味
と
不
可
解
性
の
責
任
は
・
そ
の
筆
者
に
転
嫁
さ
れ
る
 こ
と
に
な
る
。
し
か
 

し
 、
こ
れ
こ
そ
・
バ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
「
本
来
的
な
理
 解
 と
解
明
」
の
断
念
に
他
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
本
来
 
的
な
理
解
と
解
明
、
即
 

ち
 追
考
こ
そ
重
要
な
の
で
あ
る
。
重
複
を
避
け
る
た
め
、
 簡
潔
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
個
々
の
言
葉
の
主
題
的
事
実
 と
の
関
連
を
探
究
し
 、
 

課
題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
批
判
に
 対
す
る
 反
 批
判
で
も
あ
る
。
バ
ル
ト
に
と
っ
て
は
・
主
題
 的
 事
実
に
基
づ
い
て
 語
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っ
て
い
な
い
箇
所
を
テ
キ
ス
ト
か
ら
分
離
す
る
の
は
・
 結
 局
 、
か
つ
て
の
方
式
へ
の
逆
戻
り
を
意
味
す
る
。
「
 単
 に
 歴
史
的
偶
然
的
で
、
 

た
だ
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
諸
概
念
が
・
出
来
る
だ
 け
 残
ら
」
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
 
、
そ
れ
が
出
来
な
い
 場
 

合
 、
つ
ま
り
理
解
と
解
明
が
出
来
な
い
場
合
に
は
、
 
ル
ト
 は
、
そ
の
原
因
を
、
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
筆
者
に
で
は
 な
く
、
釈
義
者
自
身
に
 

求
め
よ
う
と
す
る
。
 

こ
の
よ
う
な
追
考
作
業
の
貫
徹
こ
そ
、
バ
ル
ト
が
歴
史
的
 文
書
に
対
す
る
「
批
判
」
（
（
 
ち
 
へ
て
 

遥
 ）
と
呼
ん
だ
も
の
で
 あ
る
。
そ
の
意
味
で
 

は
 、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
研
究
は
 、
も
 つ
 と
批
判
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
 あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
最
後
に
・
「
批
判
」
は
ど
の
よ
う
な
地
平
で
な
さ
 
れ
る
の
か
、
ま
た
、
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
方
法
に
対
す
る
 
ハ
ル
ト
の
非
難
は
 、
 

ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
か
が
、
確
認
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
バ
ル
ト
が
「
 
本
来
の
理
解
と
解
明
」
 

（
こ
れ
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
「
批
判
」
乃
至
追
考
の
結
 
果
 で
あ
ろ
う
が
・
そ
れ
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
も
差
し
支
 え
な
い
）
と
呼
ぶ
も
 

の
を
、
我
々
に
接
近
可
能
な
事
態
で
は
な
く
、
神
の
語
り
 

神
の
言
葉
の
出
来
事
と
考
え
る
，
 

（
 
8
 
8
 
 

）
 
O
 従
っ
て
 、
シ
 コ
ミ
ッ
ト
の
解
釈
に
よ
 

れ
ば
、
歴
史
的
 l
 批
判
的
理
解
は
、
本
来
の
理
解
 
へ
変
わ
 る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 例
 え
 彼
が
、
歴
史
的
理
解
 

と
本
来
の
理
解
が
相
互
に
依
存
し
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
 

 
 

学
 方
法
論
は
、
「
二
本
立
 

て
 」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 バ
 ル
ト
 に
よ
れ
ば
、
「
批
判
」
は
 、
 神
の
舌
口
 
業
 と
し
て
の
 聖
 書
の
固
有
性
に
係
わ
る
 

の
で
は
な
く
、
文
献
一
般
の
釈
義
に
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
 

 
 

平
炉
に
あ
る
と
舌
口
え
る
。
 

と
す
れ
ば
、
歴
史
的
 l
 批
判
的
方
法
に
対
す
る
 
冒
 １
％
 ま
日
日
の
問
題
提
起
は
、
そ
の
外
側
か
ら
、
即
ち
 、
 神
の
 言
葉
と
聖
書
の
不
可
分
 

の
関
連
と
Ⅰ
 、
、
、
 

ぅ
 よ
う
な
視
点
 力
 ら
な
さ
れ
大
の
 

Ⅰ
（
ー
）
 

9
 
 

-
 
で
は
な
く
 、
ま
さ
し
く
そ
の
内
側
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 

（
㏄
）
 

確
か
に
、
バ
ル
ト
は
、
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
研
究
と
自
ら
 の
 釈
義
は
 、
 全
く
異
な
っ
た
領
域
で
行
な
わ
れ
る
と
述
べ
 て

い
る
。
し
か
し
、
（
 

9
 
2
 ）
 

彼
は
 、
 主
と
し
て
歴
史
的
関
心
を
抱
く
釈
義
と
、
主
と
 し
て
神
学
的
関
心
を
抱
く
釈
義
の
分
離
を
、
不
完
全
な
状
 態
と
考
え
て
い
た
。
 時
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版
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昭
和
四
五
年
）
。
小
論
は
 、
 特
に
、
フ
ー
マ
 
書
 ヒ
 第
一
版
か
ら
 

第
六
 版
 ま
で
の
序
文
を
問
題
と
す
る
の
で
、
第
一
版
（
）
 9
p
g
 

）
 と
 改
訂
第
二
版
 
C
 得
さ
を
区
別
し
て
い
な
い
。
以
下
、
使
用
 
さ
れ
て
い
る
 テ
 

キ
ス
ト
は
 、
凡
 て
こ
の
第
六
 版
 で
あ
る
。
 

（
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N
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の
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い
の
の
Ⅱ
 

代
 に
制
約
さ
れ
て
い
る
も
の
、
従
っ
て
歴
史
的
偶
然
的
 で
 。
我
々
の
理
解
に
と
っ
て
は
異
質
な
も
の
を
テ
キ
ス
ト
 の
う
ち
に
観
察
し
、
 確
 

走
 す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
 l
 批
判
的
分
析
の
最
終
段
階
で
 あ
り
、
そ
れ
ら
を
我
々
の
理
解
の
「
前
提
」
と
し
て
 受
 容
 す
る
こ
と
が
、
理
解
 

（
 
3
 
9
 ）
 

の
 第
一
段
階
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
テ
キ
ス
ト
が
意
図
 し
 、
指
示
し
て
い
る
事
柄
に
関
す
る
標
識
の
発
見
が
 、
 歴
史
的
 ｜
 批
判
的
研
究
 

に
お
け
る
神
学
的
釈
義
の
課
題
と
な
る
。
バ
ル
ト
の
 意
 図
 に
お
い
て
は
、
歴
史
的
 l
 批
判
的
釈
義
が
徹
底
的
に
行
 な
わ
れ
る
と
、
テ
キ
ス
 

ト
 に
よ
っ
て
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
追
考
 す
る
神
学
的
釈
義
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
・
 歴
史
的
釈
義
は
、
神
学
 

（
 
鏑
 ）
 

的
 釈
義
に
、
そ
の
端
を
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
両
者
 の
間
に
は
、
何
の
差
異
も
な
い
と
す
る
ス
メ
ン
ト
の
解
釈
 は
 、
妥
当
で
あ
る
と
 思
 

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
釈
義
は
、
事
実
 的
に
は
、
神
学
的
釈
義
で
は
な
い
が
、
バ
ル
ト
の
意
図
で
 は
 、
原
理
的
に
は
、
 前
 

者
は
後
者
に
な
る
べ
 き
 な
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
 、
歴
 史
的
 l
 批
判
的
方
法
に
対
し
て
閉
鎖
的
で
は
な
い
が
、
 ま
 た
 、
そ
れ
を
許
容
す
る
 

と
い
う
わ
げ
で
も
な
い
。
さ
ら
に
・
そ
れ
を
何
ら
か
の
 超
 越
的
 視
点
か
ら
乗
り
越
え
た
と
い
う
わ
げ
で
も
な
い
。
 む
し
ろ
、
バ
ル
ト
は
 、
 

そ
れ
を
歴
史
的
 @
 批
判
的
に
貫
徹
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
 意
味
で
、
彼
の
解
釈
学
的
方
法
は
、
歴
史
的
 l
 批
判
的
方
 法
の
徹
底
化
な
の
で
あ
 

る
 。
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論
 J
n
/
 
ー
、
新
教
 

出
版
社
、
昭
和
三
九
年
、
二
七
 0
 ぺ
ー
ジ
。
 

（
㏄
）
六
目
 
b
 ソ
 H
 
へ
 N
,
 
㎡
 
り
 
・
の
心
の
 

h
.
 

木
 b
 
Ⅰ
 ソ
 （
 
づ
へ
 
P
.
N
.
 
ト
 Ⅰ
 
ト
 
h
-
.
 
（
 P
o
 
の
 0
 ）
 、
川
い
 
い
 の
の
 

（
㏄
）
 

0
.
 

メ
モ
 

宙
 
）
の
 
グ
再
ミ
 ～
い
寮
「
～
 

オ
の
本
 ～
 
r
e
 
き
漱
恵
 
む
蒔
き
Ⅰ
～
～
 

か
，
 
ウ
 ・
 ト
絹
ヰ
 
-
 
（
 N
 の
仁
村
 
@
 
Ⅱ
 
い
す
 
の
曲
 
@
 之
 e
 仁
村
 
@
 
Ⅰ
 
い
 
す
。
 
コ
 。
Ⅰ
絹
の
 
ユ
 の
的
・
 
ト
 の
の
Ⅱ
）
・
 

円
 ㌍
の
・
土
方
 昭
訳
 

「
 力
一
ル
 
・
バ
ル
ト
教
会
教
義
学
概
説
日
明
文
書
房
、
昭
和
四
五
 午
 、
三
八
九
ぺ
ー
ジ
以
下
。
但
し
、
筆
者
と
土
方
の
読
み
方
 は
 異
な
る
。
 

（
㎝
）
 パ
 ・
 い
 伐
日
・
の
 ミ
 き
（
 N
 む
 q
@
n
 

は
 @
 巴
せ
 N
 。
 
4
 目
 す
 n
.
P
o
 

ト
の
 
）
 -
 の
 
）
 日
 ・
桑
田
秀
 延
訳
 「
わ
れ
 信
ず
 ヒ
角
川
書
店
、
昭
和
二
五
 年
 、
二
九
一
ぺ
 ー
 ジ
 

以
下
。
 

（
㏄
）
 

Q
.
 

ロ
オ
ゴ
す
 
o
-
z
 

、
 0
 も
・
 住
ド
 ・
の
・
の
Ⅰ
 

（
㏄
）
 笘
む
 Ⅰ
 
へ
 0
.
 

の
・
 

m
 か
の
 

（
 舘
 ）
 
由
 ・
し
ず
 
ヨ
 ・
 む
 。
 咀
 ま
も
～
～
 

か
 ～
 き
ド
 甘
心
心
 2
 き
 オ
ミ
 
尽
さ
 田
 
お
め
～
 

っ
 
「
 才
 ま
ま
 め
 悪
さ
良
馬
Ⅱ
㌻
を
 

き
 ㍗
～
 
沈
 ま
ま
 め
 ・
李
下
年
オ
・
（
 

ミ
 （
Ⅰ
）
の
 

オ
 の
 コ
 @
 の
オ
 
「
 イ
ハ
 
p
@
 
の
宅
 
・
 ト
 の
の
 
ム
 ）
・
 

の
 ・
㏄
㏄
 
、
り
ら
 ㏄
㍉
・
の
。
 

（
㏄
）
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
 ト
 が
言
う
よ
 ケ
ニ
 ・
「
現
実
性
の
優
位
」
 
と
い
う
概
念
自
体
 は
 、
ミ
ス
コ
ッ
テ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 木
 ：
十
戸
定
年
 
%
@
@
0
 

臣
め
，
 

笘
驚
 Ⅰ
 目
 Ⅰ
 沌
め
負
ミ
 季
末
～
さ
 %
 津
蕊
 む
ら
幡
き
 
轍
寺
 
（
 呂
日
 ）
辛
目
 の
手
・
～
 
む
 @
 
窩
 二
 %
 簗
 ）
・
卯
の
の
安
し
か
し
、
こ
の
概
念
は
 

、
 
ル
タ
 ザ
ー
ル
の
 

指
摘
し
た
「
最
も
具
体
的
な
も
の
」
（
の
。
 
号
 「
の
（
 

@
 
の
の
 
@
 
ヨ
 ロ
ヨ
）
 と
 関
係
が
あ
り
、
彼
に
よ
っ
て
先
駆
的
に
洞
察
さ
れ
て
い
た
と
 @
=
 

ロ
 え
 よ
 う
 0
%
 

C
.
 せ
 0
 コ
ロ
 ド
 ）
 
日
 い
の
 

曲
ク
未
 Ⅰ
 え
馬
 a
 「
～
 
か
 Ⅰ
も
 俺
 %
 め
～
 
蟻
 
～
～
ま
さ
め
 

ま
ミ
ヘ
む
芯
ま
 

ぎ
さ
吋
の
 
め
～
 
ミ
ぬ
ャ
 
づ
き
 っ
ぎ
捧
 
ト
リ
オ
三
プ
（
 ヌ
む
 
-
 
コ
 -
 Ⅰ
 弾
 0
 ヴ
口
 寮
 の
 円
 ・
 ド
の
 
の
め
）
・
の
 

ぃ
 。
の
曲
こ
心
耳
 

か
由
 ・
バ
ル
ト
の
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
尊
重
と
い
う
意
味
 で
、
テ
キ
ス
ト
の
優
位
（
 そ
 。
 S
 銭
 的
年
の
の
 
づ
絹
 （
の
の
）
を
最
初
に
 
指
摘
し
た
の
は
 

筆
者
の
知
る
限
り
、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
 ツ
と
 シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
 0
 @
 
円
 
甲
 
・
 い
 ～
 
り
 @
 
レ
 
す
ハ
 
o
-
z
 

、
 0
 ち
 ，
 c
 中
 
（
・
 

，
の
 
・
り
か
・
 
づ
 ・
の
 
り
 @
 
リ
 
ヨ
山
 
@
 
Ⅱ
・
 

o
h
>
.
c
 

～
～
：
の
・
 

@
 
ド
 
 
 

（
㏄
）
 づ
，
ノ
 

ミ
・
 目
 門
戸
 仁
 銭
荘
 -
0
 
づ
 ・
 n
 ぎ
 ：
の
・
の
の
 

0
 （
 

（
㏄
）
 卜
む
 H
 
へ
 2
 、
の
 ・
の
）
の
 

（
四
）
 馬
 ・
 ミ
・
 

ノ
 
ヲ
す
 （
申
し
球
 

&
 （
・
 
0
 も
・
 
缶
ヴ
、
の
 
・
の
の
 
下
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
 花
 ）
あ
 %
 Ⅰ
 
コ
ヘ
 
）
。
 
ひ
 ・
ト
 ロ
 （
 
-
.
 
（
 ト
 の
り
 
づ
 ）
・
の
㏄
下
味
 

（
㌍
）
確
か
に
、
バ
ル
ト
に
お
い
て
、
テ
キ
ス
ト
の
優
位
、
 テ
 キ
ス
ト
に
対
す
る
忠
実
さ
は
、
字
面
の
固
執
で
は
な
い
。
し
か
 し

、
 彼
は
、
両
者
が
 

3
9
 

ど
の
よ
う
に
切
り
結
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
標
識
を
 与
え
て
は
い
な
い
。
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  の 聖書釈義におけ る 歴史的 - 批判的方法 

（
㏄
）
 木
 む
 く
 0
,
 
い
 の
 ぃ
 ㏄
 

（
㏄
）
 わ
吐
き
 
6
-
 
り
ご
 
パ
ー
 
1
,
 
仝
ロ
村
 
訳
 、
一
 0
 べ
｜
ジ
 。
 

（
 舘
 ）
 わ
轄
 
き
、
 ぴ
 ポ
ー
 
ポ
せ
 
・
土
ロ
対
訳
、
 
ハ
｜
 一
五
ぺ
 一
ジ
 。
 

（
㏄
）
 

q
.
 

の
り
 

す
ヨ
ロ
 
・
 0
 
も
・
 
c
 
～
～
：
の
・
下
べ
 

（
㏄
）
 む
 由
良
：
の
・
 

切
べ
 

（
㏄
）
 力
 0
 ま
 ・
の
・
 
ポ
づ
 
・
仝
ロ
付
記
、
一
五
。
 

へ
｜
ジ
 。
 

（
㎝
）
キ
ミ
・
 0
.
 
捧
む
ョ
ョ
 
色
悪
・
（
～
～
・
・
 

ぴ
 お
の
・
大
崎
 
節
郎
 、
前
掲
論
文
、
一
九
ぺ
ー
ジ
。
確
か
に
、
彼
ら
の
主
張
は
、
即
自
 的
に
は
妥
当
す
る
。
 

し
か
し
、
バ
ル
ト
が
こ
の
視
点
か
ら
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
方
法
を
 相
対
化
す
る
の
は
、
例
え
ば
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
対
論
な
ど
に
お
 い
て
で
あ
り
、
 

日
 p
 ー
マ
 圭
こ
 （
就
中
第
二
版
へ
の
序
文
）
に
お
い
て
で
は
な
い
 と
 思
わ
れ
る
。
 ホ
 ・
ロ
銭
 
臼
 、
 、
 
-
E
@
 

コ
 口
才
の
 
寄
 e
n
 
オ
の
 
R
-
Z
 

ま
お
ゴ
ゅ
コ
本
 由
り
Ⅰ
 

田
す
仁
コ
宙
 

と
 
べ
 0
 コ
ヰ
 
R
 母
 c
k
.
,
 

ひ
 ひ
 い
 の
・
 
ひ
ま
 -
3
3
9
.
 

水
垣
 

訳
 、
二
 0
0
 、
 二
 0
 二
 、
三
一
六
ぺ
ー
ジ
 0
 

（
 銘
 ）
 バ
 ・
い
銭
 
臼
 、
む
ぎ
 卜
悪
か
 
「
 
め
 
～
ぬ
か
ま
さ
㎏
 

簿
雨
ペ
パ
簸
漣
 

、
 け
 ～
 
目
 

（
㏄
）
 づ
 ・
 ミ
 
ノ
 @
.
 
プ
ー
 
ド
 
Ⅰ
 
曲
 け
武
年
立
 
-
 
。
の
Ⅹ
の
的
の
お
 

仁
俺
年
り
 
0
 
洩
ヨ
り
 
ま
村
 か
コ
 
本
め
 
r
-
B
a
r
t
 

す
の
 

円
す
 
8
-
0
 

性
の
・
 

，
け
 安
東
・
「
前
提
」
概
念
は
 
、
 

ル
ト
 の
思
惟
の
根
本
 

的
 特
質
で
あ
り
、
最
初
に
着
目
し
た
の
は
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
で
 あ
ろ
う
。
 甲
 C
.
 セ
 0
 コ
ロ
 p
-
 
（
す
の
 

銭
 ・
 0
 
も
・
（
～
～
：
が
 

%
 ミ
・
追
考
 と
の
関
連
で
、
 

ル
ト
 が
 、
 我
々
は
追
考
に
お
い
て
、
聖
書
証
言
の
対
象
（
 イ
 エ
 ス
・
キ
リ
ス
ト
）
を
 、
 常
に
、
非
本
来
的
に
し
か
「
前
提
」
 出
来
な
い
、
 と
 

号
目
っ
て
い
る
こ
 
レ
し
ほ
 
、
重
要
で
あ
る
 0
 ロ
 
バ
む
 ～
Ⅰ
 

N
.
 

ぴ
肌
 ㏄
 臣
 

（
㎝
）
 屈
 ・
の
 
う
 の
コ
ロ
・
 

8
.
 蓮
 ～
：
の
・
 

N
N
 

丹
 

95@ (95) 



書評と紹介 

後
藤
光
一
郎
 

著
者
は
地
理
学
、
特
に
氷
河
地
形
と
動
気
候
学
の
関
連
分
野
を
 

研
究
し
 

、
 

日
本
お
よ
び
エ
チ
オ
ピ
ア
に
お
け
る
調
査
結
果
と
 

ム
ロ
 

わ
せ
て
、
 

数
々
の
 

著
 

書
 
、
論
文
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
本
書
の
前
段
階
を
な
す
、
 

風
土
論
的
 

試
論
を
集
め
た
 

コ
 
風
土
の
構
造
口
を
公
に
し
て
い
る
。
 

あ
と
が
き
に
ふ
れ
て
い
る
 

よ
う
 
に
、
「
複
数
の
専
門
分
野
に
ま
 

こ
 
大
力
 

：
 
つ
 

 
 

 
 

ヘ
ル
と
相
互
の
平
面
図
的
関
係
か
ら
、
い
き
な
り
等
高
線
を
引
 

い
て
み
る
 

演
程
 

釣
手
法
と
い
え
る
。
後
釜
 

有
 
を
と
っ
た
理
由
を
 

、
 
「
か
え
っ
 

て
 
、
全
体
 

%
 
木
秀
夫
 著
 
「
超
越
者
と
風
土
 口
 

大
明
堂
・
一
九
七
「
八
年
、
 
刃
 、
一
 -
 
八
八
ぺ
 ー
 ジ
 

重
日
計
と
 
紹
介
 

と
し
て
は
山
体
を
、
と
く
に
成
因
的
、
し
た
が
っ
て
動
的
に
理
 解
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
」
点
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
前
者
に
習
熟
し
て
 は
じ
め
て
 

可
能
な
手
法
で
あ
る
。
か
つ
て
航
空
写
真
測
量
が
発
達
す
る
 以
 前
 、
峻
険
 

な
 山
奥
で
到
達
（
す
な
わ
ち
実
例
）
不
可
能
な
い
し
至
難
な
 斜
 面
の
地
形
 

凶
 作
製
に
使
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
手
法
を
想
わ
せ
る
。
一
つ
の
 方
法
論
的
 

着
想
と
し
て
興
味
深
い
。
 

と
こ
ろ
で
・
等
高
線
を
ひ
く
前
に
与
え
ら
れ
て
い
る
幾
つ
か
の
 山
頂
・
 

す
な
わ
ち
 幾
 っ
か
の
基
本
的
観
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

自
然
現
象
 

に
 関
し
て
、
㈹
数
百
万
年
前
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
造
山
運
動
と
そ
の
風
 
上
駒
形
 

響
、
 ㈲
氷
河
期
・
間
氷
期
の
氷
河
の
進
退
に
伴
 う
 気
候
の
乾
湿
 
 
 

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
接
点
付
近
（
北
西
イ
ン
 ド
 か
ら
 地
 

中
海
東
岸
に
か
け
て
の
広
い
地
域
）
か
ら
ホ
モ
・
 サ
ピ
ェ
ソ
ス
 
0
 分
散
、
 

㈲
最
後
の
氷
河
期
 ヴ
ュ
 ル
ム
終
息
後
、
前
四
 0
0
0
 

年
の
前
後
 二
、
三
千
 

年
 の
あ
い
 た
 ・
そ
の
前
後
よ
り
年
立
 

句
 約
 2
 度
気
温
が
高
温
で
   

た
ヒ
フ
 
ン
サ
ー
マ
ル
（
熱
帯
収
束
帯
の
赤
道
西
風
の
北
上
に
起
 因
 す
る
）
 、
 

㈲
砂
漠
と
森
林
。
人
文
現
象
に
関
し
て
、
㈲
超
越
者
あ
る
い
は
 袖
網
 

村
老
と
絶
待
者
、
㈲
ロ
ゴ
ス
の
論
理
と
 レ
ソ
マ
 の
論
理
、
㈹
 
多
 神
裁
Ⅰ
 一
 

神
 教
の
進
化
論
的
シ
ェ
ー
マ
に
し
ろ
一
神
教
Ⅰ
多
神
教
士
 一
神
 教
の
シ
ュ
 

、
ッ
ト
的
 シ
ェ
ー
マ
に
し
ろ
退
化
を
含
め
た
進
化
論
、
㈲
 一
神
 教
の
広
義
 

の
 用
法
（
単
一
神
教
、
拝
一
神
教
を
含
め
る
）
 

、
 ㈹
平
行
 説
に
 
た
い
す
る
 

伝
播
説
の
優
位
、
㈹
呪
術
士
宗
教
の
進
化
、
呪
術
と
宗
教
の
共
 存
 、
宗
教
 

丁
 呪
術
の
退
化
、
が
あ
げ
ら
れ
よ
 う
 。
そ
の
ほ
か
氷
河
期
に
伴
 5
 
大
陸
海
⑰
 

 
 

岸
 線
の
変
化
と
オ
ー
ス
ト
ラ
ロ
イ
ド
、
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
大
陸
 間
 移
動
、
 

 
 

シ
ヤ
 一
 マ
ニ
ズ
ム
の
伝
播
・
森
林
の
細
分
（
少
数
樹
種
 ｜
 多
数
 樹種
、
 疎
 

9
 



１
審
）
 
等
 、
従
属
的
尺
度
が
い
く
つ
か
あ
る
。
結
局
・
自
然
と
 人
文
の
最
 

も
基
本
的
と
思
わ
れ
る
基
準
は
乾
燥
・
湿
潤
と
「
 
p
 ゴ
ス
と
 
レ
ソ
マ
 」
 

（
山
内
得
 立
 ）
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
 

。
 ゴ
ス
と
レ
ソ
て
 
は
、
換
言
す
れ
ば
、
西
洋
と
東
洋
の
問
題
で
 あ
る
。
 

西
洋
の
ロ
ゴ
ス
の
論
理
は
肯
定
と
否
定
か
ら
成
り
立
ち
、
「
 

A
 で
 あ
れ
ば
 非
 

A
 で
な
い
」
「
二
者
択
一
」
な
の
に
た
い
し
、
東
洋
の
レ
ー
ン
マ
 

（
 -
0
@
 

）
）
 
）
 
@
 ノ
ひ
 

「
受
容
さ
れ
る
こ
と
、
把
握
さ
れ
る
こ
と
」
）
の
論
理
は
「
「
直
観
 

的
に
つ
 

か
む
 ヒ
 こ
と
」
で
、
肯
定
、
否
定
・
肯
定
・
否
定
両
者
の
肯
定
 、
両
者
の
 

否
定
の
四
者
か
ら
成
り
、
「
 
A
 で
も
な
く
 非
 A
 で
も
な
く
、
し
た
 が
っ
て
 、
 

A
 で
も
あ
り
 
非
 A
 で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
」
。
西
洋
 で
は
「
 物
 

と
物
、
事
と
事
は
相
い
対
し
て
」
お
り
、
相
対
的
事
物
を
絶
し
 た
も
の
は
 

絶
対
者
で
あ
る
が
、
東
洋
で
は
「
事
物
は
す
べ
て
相
互
 相
い
待
 っ
て
存
在
 

す
る
と
考
え
る
」
。
事
物
は
そ
れ
自
体
自
立
し
た
な
い
の
で
 空
 で
あ
り
、
 

こ
う
し
た
相
待
的
 生
 す
べ
て
を
絶
し
た
絶
待
も
「
相
待
的
な
も
 の
と
相
待
 

に
な
る
か
ら
空
で
、
し
た
が
っ
て
空
の
空
で
あ
る
」
。
前
者
か
 ら
 必
然
的
 

に
 被
造
物
の
川
 造
と
 終
末
・
後
者
か
ら
万
物
の
永
遠
流
転
が
論
 理
的
 帰
結
 

と
し
て
 酷
 ぎ
だ
さ
れ
、
前
者
が
砂
漠
と
の
関
係
で
判
断
必
要
、
 後
者
が
 森
 

林
 と
の
関
係
で
判
断
中
止
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
砂
漠
に
お
 げ
る
「
 水
 

に
 至
る
道
」
の
選
択
は
生
死
を
分
け
る
も
の
で
、
判
断
中
上
は
 死
 で
あ
り
、
 

森
林
に
お
い
て
は
「
生
命
が
満
ち
て
い
て
・
道
に
迷
 う
 こ
と
に
 よ
っ
て
 、
 

忽
然
と
桃
源
 境
 に
い
た
る
世
界
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
者
の
典
 型
が
ィ
ス
 

ラ
エ
 ル
の
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
で
あ
り
、
後
者
の
 そ
れ
が
 ゥ
 

八
二
シ
ャ
ッ
 ド
 の
哲
人
達
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
。
 

者
の
絶
対
 

者
、
絶
待
者
と
呼
ば
れ
る
「
唯
一
の
実
体
を
超
越
者
ま
た
は
神
 」
と
呼
ぶ
。
 

こ
の
超
越
者
と
い
う
点
で
著
者
自
身
に
「
よ
り
論
理
的
な
も
の
 を
 求
め
る
 

 
 

 
 

力
 が
働
い
た
」
よ
 
う
 で
あ
る
。
 

 
 

こ
う
し
た
基
本
的
視
点
か
ら
歴
史
的
展
開
に
目
を
移
す
と
 き
 、
 著
者
は
⑨
 

ま
ず
進
化
論
的
古
生
物
学
的
に
「
ひ
と
」
の
成
立
過
程
を
追
 う
 （
第
一
五
ロ
十
）
 

0
 

ラ
ー
マ
 ピ
 
テ
ク
ス
か
ら
自
然
環
境
と
の
関
係
を
と
り
あ
げ
る
。
 

第
三
紀
 中
 

新
生
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
造
山
運
動
の
結
果
対
流
圏
に
影
響
が
お
よ
び
   

東
の
熱
帯
雨
林
に
移
勤
し
た
も
の
は
退
化
し
、
北
西
 イ
 
ソ
 ド
 に
 

得
に
移
り
、
こ
れ
に
必
要
な
舌
口
葉
の
発
達
、
分
業
等
に
よ
り
 

ぬ
帝
内
林
は
疎
林
な
い
し
サ
バ
 ソ
ナ
 に
変
り
、
サ
ル
の
直
立
 歩
 

ピ
テ
ヵ
 
ン
ト
ロ
 ブ
ス
 が
生
じ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
「
ひ
と
」
の
 進
 

は
 氷
河
時
代
の
到
来
と
と
も
に
家
族
単
位
か
ら
集
団
作
業
に
 ょ
 化

を
促
し
 

「
ひ
と
」
 、
 

行
を
促
し
、
 

る
 食
糧
 獲
 

 
 

た
の
は
広
義
の
三
大
陸
結
合
部
に
お
け
る
乾
燥
化
で
あ
る
。
 

埋
葬
の
形
で
宗
教
の
痕
跡
が
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
の
は
周
知
 の
 し
 」
 
お
 

り
ネ
ア
 
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
で
あ
る
が
、
著
者
は
そ
の
内
面
的
 体
 牡
七
 他
人
 

の
 死
に
よ
る
自
ら
の
生
の
意
識
と
す
る
説
を
採
る
。
三
万
年
前
 の
 ホ
モ
 

サ
ピ
ェ
ソ
ス
 
の
移
動
と
人
種
の
形
成
（
第
一
二
軍
）
の
さ
い
、
 

自
 然
 環
境
 か
 

ら
 形
質
人
類
学
的
文
化
人
類
学
的
作
用
を
 3
 け
、
地
域
的
特
徴
 を
も
っ
 人
 

種
の
出
現
を
あ
と
づ
け
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
あ
る
特
定
地
域
か
ら
 0
 分
散
 と
 

系
統
樹
的
進
化
説
を
採
用
す
る
。
こ
れ
は
宗
教
、
と
く
に
シ
ャ
 １
％
 
ニ
 ・
 
ス
 

ム
と
 
一
神
教
の
伝
播
に
つ
い
て
も
使
用
さ
れ
る
観
方
で
、
シ
ャ
 ｜
 
マ
ニ
ズ
 

ム
も
後
者
と
大
体
同
じ
区
域
か
ら
発
生
し
た
と
す
る
（
第
五
章
 参
照
）
。
 

氷
河
時
代
人
の
思
想
（
第
三
章
）
と
し
て
、
ト
ー
 テ
 @
 ズ
ム
の
 
一
つ
の
 

説
明
で
あ
る
食
用
動
物
 説
 
（
と
く
に
ク
マ
に
つ
い
て
）
を
 
ネ
ア
 
ン
デ
ル
タ
 

 
 
ル
人
に
適
用
し
、
ま
た
、
洞
窟
絵
画
を
め
ぐ
っ
て
、
呪
術
は
 、
 本
能
が
 



理
性
に
 
う
 ち
か
っ
自
己
中
心
主
義
、
「
自
分
の
 力
 と
願
い
を
 外
 に
 流
出
さ
 

せ
る
」
も
の
、
と
す
る
説
を
採
用
す
る
。
 

ヒ
プ
シ
 サ
ー
マ
ル
 期
 の
 到
来
は
 、
 

草
原
を
森
林
化
し
、
草
原
の
大
型
動
物
に
か
わ
っ
て
小
型
動
物
 を
 狩
猟
 す
 

る
た
め
弓
矢
が
案
出
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
人
体
の
 力
だ
 げ
に
 依
 存
す
る
 道
 

具
 、
例
え
ば
投
げ
 槍
と
 違
っ
て
・
押
し
曲
げ
ら
れ
た
木
の
物
理
 的
 潜
在
 カ
 

の
 利
用
が
抽
象
的
思
考
を
可
能
に
し
、
自
己
の
霊
肉
分
離
の
観
 念
 を
も
た
 

ら
し
た
・
と
す
る
。
 

ま
た
、
す
で
に
山
間
部
で
始
ま
っ
て
い
た
農
業
が
こ
の
時
期
に
 大
河
の
 

流
域
平
野
に
進
出
し
大
規
模
に
な
り
、
多
神
教
の
時
代
を
迎
え
 る
 
（
第
四
 

章
 ）
。
 

歴
史
時
代
の
古
代
に
入
り
（
第
五
章
）
 、
ヒ
プ
シ
 
サ
ー
マ
ル
が
 
 
 

乾
燥
化
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
 

ヱ
 ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
 に
お
け
る
 

 
 

ハ
ン
テ
 オ
ソ
 の
主
神
の
唯
一
神
化
・
元
来
イ
ン
ド
か
ら
伝
播
 し
 

｜
ダ
の
 大
場
 神
 、
 

た
と
思
わ
 

れ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
至
上
神
「
天
空
」
と
の
関
連
が
考
え
 ら
れ
る
 中
 

国
の
風
雨
を
司
る
上
帝
 神
 「
 
天
 」
の
存
続
カ
ナ
ン
（
第
一
八
章
）
 、
 の
嵐
 神
 

ハ
ア
ル
の
主
神
化
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
雷
を
伴
 う
 唯
一
神
の
出
現
 を
と
り
あ
 

げ
 、
乾
燥
化
と
一
神
教
化
の
傾
向
を
結
び
つ
け
る
。
 

ヒ
プ
シ
 サ
ー
マ
ル
期
末
に
イ
ソ
 ド
 に
侵
入
し
た
多
神
教
徒
 ア
｜
 リ
ア
 人
 

は
 ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
森
林
地
帯
に
入
っ
た
（
第
七
章
）
が
、
リ
グ
 
ヴ
ェ
ー
 

ダ
 に
み
え
は
じ
め
る
よ
さ
に
、
乾
燥
化
の
東
漸
と
と
も
に
一
神
 ゑ
化
の
傾
 

分
内
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
著
者
は
ソ
ロ
モ
 

ソ
 の
 海
洋
貿
易
が
そ
 

蠕
 

の
こ
ろ
「
イ
ソ
 
ド
 の
対
岸
の
エ
チ
オ
ピ
ア
」
に
達
し
て
い
 た
 状
況
と
も
 結
 

し
か
し
、
他
方
森
林
で
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
森
林
 書
 に
み
ら
れ
る
 よ
う
に
、
 

瞑
想
に
よ
り
別
の
論
理
に
も
と
づ
く
絶
待
者
の
発
見
 へ
 同
 5
 。
 

森
林
 書
 が
説
く
梵
我
一
如
の
な
か
で
、
我
に
つ
い
て
の
判
断
中
 中
 @
 （
 
堵
弟
 

八
章
）
を
説
い
た
ブ
ッ
ダ
の
否
定
強
化
に
乾
燥
化
の
影
響
を
み
 る
 。
 

儒
家
の
梵
我
一
如
 的
 思
想
も
結
局
道
家
と
本
質
的
差
が
な
い
と
 

フ
ッ
ダ
 の
思
想
に
お
け
る
否
定
性
の
強
化
の
そ
れ
も
乾
燥
に
お
 

フ
ッ
ダ
と
 儒
家
の
行
動
面
の
肯
定
的
活
動
性
の
根
拠
を
乾
燥
に
 

 
 

た
の
は
赤
道
西
風
の
分
流
で
・
大
陸
東
端
と
い
う
位
置
の
せ
い
 

ン
ド
 の
ば
あ
い
と
思
想
史
的
に
共
通
点
が
多
く
 、
 天
の
人
間
内
 

中
国
の
ば
あ
い
（
第
九
章
）
 ヒ
フ
シ
 サ
ー
マ
ル
 期
 と
い
っ
て
も
 

く
 「
一
見
 

 
 在

を
説
く
 

さ
れ
る
。
 

も
あ
り
・
 

お
く
が
、
 

北
上
し
 

矛
盾
」
は
彼
自
身
の
思
想
の
特
質
に
で
は
な
く
、
丁
度
 湿
 転
移
 行
の
現
場
 

に
い
あ
わ
せ
た
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
（
第
八
章
参
照
）
。
 

さ
ら
に
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
の
受
肉
と
し
て
の
キ
リ
ス
  
 

数
 に
お
け
る
究
極
者
と
し
て
の
如
来
の
化
身
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
 と
い
う
 教
 

祖
 理
解
の
展
開
（
第
十
 章
 ）
、
お
よ
び
 神
 、
超
越
者
の
絶
対
性
 、
絶
待
性
 

（
第
十
一
章
）
の
異
同
が
論
じ
ら
れ
、
結
局
・
キ
リ
ス
ト
教
、
大
 乗
 仏
教
、
 

ヒ
ソ
ズ
｜
 教
が
広
義
の
一
神
教
文
化
圏
に
包
括
さ
れ
る
。
 

つ
 。
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
「
砂
漠
の
都
市
」
的
性
格
（
 
第
十
二
 

章
 ）
、
仏
教
の
東
進
（
第
十
三
章
）
過
程
で
、
ま
ず
中
国
に
お
 げ
る
そ
の
 

受
容
は
道
家
の
肯
定
と
否
定
の
二
つ
の
（
デ
 イ
 ）
 レ
ソ
て
 に
 、
 
 
 

 
 

 
 



思
想
の
展
開
は
中
国
の
中
緯
度
・
乾
湿
 二
 領
域
と
い
う
風
土
的
 好
条
件
に
 

根
 ざ
す
現
実
的
思
考
の
所
産
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
の
ち
中
国
人
 の
森
林
的
 

要
素
が
禅
宗
を
受
け
い
れ
、
砂
漠
的
要
素
が
北
西
イ
ン
ド
で
 成
 立
し
た
 浄
 

士
 思
想
を
中
心
と
す
る
浄
土
宗
を
受
け
入
れ
た
こ
と
、
天
国
 
浄
土
を
乾
 

燥
 地
本
来
の
概
念
と
も
天
国
Ⅰ
浄
土
の
出
 響
 関
係
と
も
両
方
の
 可
能
性
を
 

認
め
る
こ
と
、
終
末
の
救
済
の
究
極
点
と
し
て
の
天
国
と
輪
廻
 か
ら
 浬
磐
 

へ
の
過
程
と
し
て
の
浄
土
と
い
う
概
念
的
差
異
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 、
人
間
 

観
の
共
通
性
が
著
し
い
こ
と
、
自
然
に
恵
ま
れ
多
数
樹
種
 林
の
 日
本
で
は
 

超
越
者
の
概
念
は
外
来
の
も
の
で
、
仏
教
は
民
間
の
自
然
宗
教
 と
杵
 
柿
ム
 口
 L
 
し
 

真
言
密
教
が
民
衆
の
あ
い
だ
に
発
展
し
た
の
に
た
い
し
、
浄
土
 思
想
の
徹
 

底
的
 他
力
化
が
ロ
ゴ
ス
的
発
展
の
頂
点
を
な
し
た
こ
と
、
す
な
 わ
ち
日
本
 

の
森
林
は
森
林
一
般
の
人
間
に
対
す
る
中
間
性
（
主
観
的
単
純
 化
と
客
観
 

的
 複
雑
化
）
を
複
雑
化
に
偏
し
て
作
用
さ
せ
た
こ
と
、
を
あ
げ
 仏
教
の
展
 

間
 に
お
け
る
 風
 ・
上
諭
的
問
題
を
論
じ
る
。
 

こ
れ
に
た
い
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
（
第
十
四
章
）
 、
牧
 畜
 農
業
 

に
よ
る
森
林
破
壊
が
進
ん
だ
地
中
海
沿
岸
地
域
 ヘ
 キ
リ
ス
ト
教
 が
 急
速
に
 

進
出
し
た
こ
と
・
ア
ル
プ
ス
以
北
の
少
 放
 樹
種
疎
林
は
森
林
 一
 般
の
中
間
 

性
を
単
純
化
に
偏
し
て
作
用
さ
せ
、
神
別
は
あ
る
程
度
絶
待
者
 的
 性
格
を
 

お
び
 、
創
造
と
終
末
の
間
の
歴
史
に
お
け
る
摂
理
で
な
く
、
 ル
   

は
今
 お
こ
な
わ
れ
て
い
る
摂
理
に
注
目
し
た
こ
と
・
英
国
宰
 公
 会
が
 旧
新
 

両
 教
派
の
中
間
の
道
を
自
任
し
た
の
は
森
林
的
発
想
と
、
 イ
 ン
 ド
 支
配
を
 

通
じ
て
大
乗
仏
教
の
中
道
思
想
が
流
入
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
 る
こ
と
・
 

エ
チ
オ
ピ
ア
、
ゲ
ル
マ
ソ
、
ロ
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
 と
 ス
ペ
イ
 ソ
、
 モ
 ロ
 

ッ
コ
 の
イ
ス
ラ
ム
の
聖
者
崇
拝
に
森
林
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
 る
こ
と
、
 

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
直
線
的
歴
史
観
を
一
神
教
の
 一
 形
態
と
み
 ぅ
 る
こ
と
、
 

 
 

生
者
は
死
に
死
者
は
 ょ
 み
が
え
り
新
し
い
歴
史
が
始
ま
る
と
す
 る
ェ
 
チ
オ
の
 

ピ
ア
教
会
の
終
末
観
と
中
国
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
「
永
久
革
命
」
 の
 類
似
が
㈹
 

 
 
 
 

直
線
的
歴
史
観
に
た
い
す
る
円
環
的
歴
史
観
の
混
入
に
あ
り
 東
 西
面
拝
 め
 

中
間
、
乾
湿
両
地
域
の
中
間
と
い
う
位
置
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
 と
 、
韓
国
 

と
 日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
勢
の
違
い
を
乾
湿
、
森
林
の
疎
密
 0
 差
に
帰
 

す
こ
と
、
日
本
の
無
教
会
主
義
は
一
面
在
家
的
な
点
極
め
て
 日
 本
 的
で
あ
 

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
面
砂
漠
的
厳
し
さ
の
ゆ
え
広
ま
ら
な
   

 
 

る
こ
と
、
 

む
し
ろ
一
神
教
的
思
想
は
無
神
論
的
素
地
の
 う
 え
に
「
進
歩
・
 一
 の
概
 ム
山
の
 

一
般
化
等
に
よ
り
広
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
等
を
論
じ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
著
者
は
自
然
科
学
と
人
文
科
学
が
接
す
る
地
理
 卍
 と
い
う
 

有
利
な
立
場
に
立
脚
し
、
気
候
を
中
心
と
す
る
風
土
論
の
上
に
 比
較
宗
教
 

思
想
史
の
総
括
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
本
の
そ
う
し
た
性
格
を
 考
慮
し
た
 

ぅ
 え
で
も
、
現
在
の
宗
教
学
宗
教
史
学
の
立
場
か
ら
問
題
は
多
 衣
 あ
る
。
 

例
え
ば
、
一
神
教
、
多
神
教
と
い
う
神
の
数
に
よ
る
宗
教
の
分
 類
 の
一
面
 

性
 と
か
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
概
念
に
対
す
る
 有
力
な
批
 

判
 と
か
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
関
す
る
構
造
主
義
的
新
解
釈
と
い
 っ
た
 大
き
 

な
 問
題
を
は
じ
め
、
「
契
約
を
結
ぶ
」
と
「
ロ
バ
を
殺
す
」
の
 同
義
は
 
イ
 

ス
ラ
エ
 ル
で
は
な
く
マ
リ
文
書
か
ら
の
傍
証
と
い
っ
た
小
さ
い
 問
題
に
い
 

た
る
。
と
く
に
、
宗
教
を
歴
史
的
に
総
括
的
に
扱
 う
 な
ら
、
 宗
 教
 思
想
が
 

宗
教
研
究
の
一
分
野
を
な
す
ほ
ど
独
自
性
が
あ
る
だ
げ
に
、
 未
 開
 社
会
の
 

宗
教
と
、
自
然
、
人
文
に
た
い
す
る
い
み
で
の
社
会
の
欠
落
は
 大
き
い
。
 

し
か
し
宗
教
学
、
宗
教
史
学
の
側
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 の
は
、
 わ
 



れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
こ
う
し
た
問
題
を
ど
う
処
理
し
ょ
う
と
す
 る
か
、
 で
 

あ
る
。
環
境
決
定
論
を
と
る
か
、
環
境
と
の
相
互
作
用
の
自
覚
 を
も
つ
 人
 

間
の
知
性
と
感
性
に
人
間
の
独
自
性
を
と
る
か
、
環
境
と
の
 相
 工
作
用
に
 

宗
教
は
い
か
に
関
わ
る
か
、
等
々
。
今
日
、
宗
教
学
宗
教
史
学
 は
こ
の
 木
 

が
 扱
っ
て
い
る
問
題
を
無
視
し
え
な
い
方
向
へ
進
ん
で
い
る
、
 

洋
の
代
表
的
聖
地
ベ
ナ
レ
ス
 と
ヱ
 ル
サ
レ
ム
を
例
に
と
り
、
 そ
 と

思
う
か
 

れ
ぞ
れ
 関
 

ら
で
あ
る
。
 

十
年
前
、
梅
原
忠
夫
氏
が
歴
史
学
の
立
場
か
ら
人
類
の
歴
史
 全
 体
 に
生
 

態
 学
を
適
用
し
ょ
う
と
し
て
コ
文
明
の
生
態
史
観
 ヒ
 を
ま
と
め
 た
 。
そ
こ
 

に
 収
録
さ
れ
た
最
後
の
論
文
「
比
較
宗
教
論
へ
の
方
法
論
的
お
 ぼ
 た
 が
き
」
 

で
、
宗
教
生
態
学
の
素
描
を
試
み
た
。
彼
は
宗
教
の
社
会
的
立
 化
的
 性
格
 

を
 認
め
た
 ぅ
 え
で
、
人
間
の
生
理
学
的
心
理
学
的
適
応
不
適
応
 と
い
う
 生
 

態
 学
的
把
握
が
 よ
 り
適
切
で
あ
る
ば
あ
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
 &
 
示
教
生
態
 

学
の
内
実
が
宗
教
の
人
類
学
的
研
究
と
同
じ
で
あ
る
と
観
た
。
 東
洋
と
西
 

達
 し
て
相
互
に
対
応
し
て
お
こ
っ
た
宗
教
の
交
代
 ｜
 東の
 バ
 ラ
モ
ン
 教
 

Ⅰ
仏
教
士
ヒ
ン
ズ
ー
 教
 と
西
の
ユ
ダ
ヤ
教
Ⅰ
キ
リ
ス
ト
教
上
 イ
 ス
ラ
ム
ー
 

｜
 か
ら
「
段
階
対
応
の
仮
説
」
を
ひ
き
だ
し
、
そ
れ
を
基
準
に
 一
般
化
し
 

た
 層
序
学
的
方
法
を
考
え
た
。
こ
の
時
間
的
比
較
に
た
い
し
、
 空
間
的
伝
 

旛
 、
宗
教
の
地
域
的
変
遷
の
対
応
１
１
仏
教
は
東
へ
、
キ
リ
ス
 ト
 教
は
西
 

 
 

鈴
木
氏
の
ば
あ
い
史
的
展
開
の
大
筋
に
お
い
て
 梅
 惇
氏
 の
 「
段
階
・
 地
 

蠕
域
 対
応
の
仮
説
」
に
矛
盾
し
な
い
ば
か
り
か
・
結
果
的
に
 
共
通
点
が
多
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 
 
 

1
 
0
 

 
 

学
的
心
理
学
的
把
握
に
た
い
し
、
鈴
木
氏
は
考
古
学
的
宗
教
 地
 理
学
的
証
 

拠
か
ら
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
シ
ベ
リ
ア
起
源
説
を
否
定
し
た
 上
 で
 風
土
論
 

曲
説
明
を
加
え
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
ロ
イ
ド
の
遺
跡
は
三
万
年
前
 
ブ
ユ
ル
 

ム
 氷
河
期
末
期
ま
で
さ
か
の
ば
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
住
民
 に
は
 シ
ャ
 

｜
 マ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
の
で
・
三
万
年
前
に
も
あ
っ
た
可
能
性
が
 大
 と
み
る
。
 

他
方
シ
ベ
リ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
遺
物
は
青
銅
器
時
代
以
 明
に
 さ
か
 

の
ば
れ
な
い
。
そ
こ
で
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
語
源
の
推
定
か
ら
 イ
ン
ド
 起
 

源
説
 を
と
る
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
宗
教
分
布
図
に
よ
る
と
・
 エ
リ
ア
ー
 

デ
の
 言
 う
 意
味
で
の
典
型
的
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
 南
限
は
 
p
 シ
 ァ
大
 東
進
 

以
前
の
農
業
北
限
に
一
致
す
る
。
こ
れ
を
、
「
農
業
の
伝
播
に
 

ょ
 っ
て
氷
河
 

期
 以
前
つ
づ
い
て
い
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
衰
亡
し
」
た
の
だ
 、
と
す
る
。
 

鈴
木
氏
の
気
候
を
重
視
す
る
立
場
は
地
理
学
で
は
早
く
か
ら
あ
 っ
た
伝
 

統
 で
、
気
候
環
境
決
定
論
者
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
と
気
候
 ヒ
 二
九
 

一
五
年
）
は
有
名
で
あ
る
。
彼
が
（
 

ゴ
 
の
の
 

8
m
 

「
 
p
 づ
 
r
@
n
p
-
 

絃
 n
@
m
O
h
 

す
 -
 
の
 
（
 
0
 Ⅰ
 
ぜ
 

の
 解
明
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
ム
ロ
わ
せ
る
な
ら
、
鈴
木
 

氏
の
学
問
 

的
立
場
が
何
ほ
ど
な
り
と
明
確
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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此
名
 ア
ル
所
以
 
ソ
 後
手
明
星
（
 但
 峯
村
）
 
ト
テ
 フ
 浜
へ
 御
移
 り
 坐
 ン
マ
シ
 

タ
り
 
（
下
略
）
。
 八
 「
 嶋
 前
神
社
明
細
 帳
目
 明
治
三
五
年
 V
 

神
主
和
春
俊
助
 

柳
井
矩
大
明
神
 

北
 村
の
産
神
地
大
社
に
て
拝
殿
あ
り
・
（
中
略
）
 

此
社
ハ
、
式
 内
ノ
奈
 

佳
良
 比
売
ノ
命
ノ
 
神
社
な
り
と
い
 へ
ど
 国
内
神
名
帳
二
八
列
 二
 祭
使
 良
姫
 

ノ
 大
明
神
と
い
ふ
 社
 あ
り
て
 比
社
 よ
り
も
貴
 き
 趣
に
記
し
た
り
 、
さ
れ
ど
 

い
づ
く
に
も
、
さ
る
 よ
 し
あ
る
社
な
し
素
よ
り
同
じ
 御
 神
に
ま
 せ
ば
今
北
 

桂
二
合
せ
奉
り
て
二
社
と
た
て
 志
 か
る
べ
く
侍
ら
ん
。
八
口
 
隠
 岐
国
 神
社
 

秘
録
」
昭
和
二
八
年
 V
 ｜
 「
隠
岐
 国
 神
社
秘
録
」
は
明
治
二
年
 か
ら
三
年
 

に
か
け
て
の
隠
岐
島
の
神
社
調
査
及
び
同
五
年
か
ら
の
神
社
 整
 理
な
ど
の
 

一
件
記
録
を
収
録
し
た
も
の
 

｜
 。
 

現
在
、
豊
田
で
は
「
神
像
が
祭
使
反
比
 売
 命
で
、
地
蔵
さ
ん
が
 ヤ
ナ
ヒ
 

メ
サ
ン
で
あ
る
。
ヤ
ナ
 ヒ
 メ
サ
ン
は
安
産
の
神
様
で
す
 ピ
と
い
 ぅ
 伝
承
 

が
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
資
料
を
整
理
・
分
析
す
る
に
は
、
明
治
二
年
頃
の
神
 社
 に
関
 

す
る
実
情
を
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
回
と
り
あ
げ
 る
 米
地
 実
 

氏
の
 
「
村
落
祭
祀
と
国
家
統
制
 
目
は
、
 右
の
よ
う
な
問
題
に
 ア
 フ
 p
l
 チ
 

ひ
め
 

比
売
神
社
に
関
す
る
資
料
を
挙
げ
て
み
る
。
 

一
 、
由
緒
 

当
社
 ハ
 延
喜
式
 二
 式
内
 社
 ト
ア
リ
当
国
神
名
帳
二
錠
一
位
柳
井
 矩
大
明
 

神
ト
之
レ
 
有
り
明
治
二
年
 ノ
頃
ヨ
リ
 祭
使
 良
 比
売
神
社
 ト
 改
称
 ス
文
 明
治
 

五
年
十
月
村
社
二
列
セ
ラ
ル
 其
 縁
起
 書
等
無
シ
然
共
 土
人
 ノ
口
 碑
 二
日
万
 ノ
 

さ
や
 
ど
 

当
村
ノ
 
産
土
 ト
云
フ
所
ハ
 
古
昔
祭
使
反
比
 売
命
ノ
 御
講
 所
 ナ
リ
 是
レ
即
チ
 

本
書
は
、
「
村
落
所
在
の
神
社
の
研
究
は
宮
座
の
研
究
、
小
祠
 の
 研
究
②
 

 
 
 
 

と
い
う
方
法
を
も
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
 村
 蕗
組
織
と
 

の
 関
連
に
お
い
て
、
ま
た
民
俗
信
仰
の
本
質
究
明
の
立
場
か
ら
 の
 研
究
で
 

あ
っ
た
 5
5
 
に
思
わ
れ
る
。
（
改
行
）
村
落
所
在
の
神
社
や
社
 祠
は
明
治
 

以
降
に
限
っ
て
み
て
も
・
国
家
的
統
制
の
厳
し
い
影
響
を
受
け
 て
い
る
こ
 

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
当
然
・
国
家
的
統
制
は
民
族
慣
行
と
し
 て
の
 察
ホ
祀
 

を
め
ぐ
る
事
柄
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
祭
祀
組
織
も
 大
 ぎ
く
 変
 

化
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
村
落
組
織
そ
れ
自
体
 の
 変
遷
に
 

と
も
な
 う
 祭
祀
組
織
の
変
化
変
遷
の
研
究
と
と
も
に
、
村
落
の
 祭
祀
組
織
 

を
 直
接
に
外
部
か
ら
規
制
し
た
国
家
に
 よ
 る
神
社
行
政
、
政
策
 を
そ
れ
ぞ
 

れ
の
時
期
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
ろ
う
 ピ
 
（
 五
 セ
 ー
 五
八
 

頁
 ）
と
し
て
・
理
論
的
・
実
証
的
に
・
特
に
明
治
期
に
お
け
る
 村
落
所
在
 

の
神
社
を
中
心
に
し
た
祭
祀
組
織
の
実
情
を
捉
え
よ
う
と
す
る
 試
み
で
あ
 

る
 。
目
次
を
以
下
に
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
 

第
一
章
村
落
祭
祀
の
構
造
 

第
二
章
 
講
と
 守
護
神
信
仰
 

第
三
章
 
南
真
 志
野
の
祭
祀
 

第
四
章
村
落
所
在
神
社
と
国
家
統
制
 

第
五
章
明
治
末
期
の
神
社
政
策
 

本
書
は
そ
の
ア
フ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
第
一
・
二
章
は
理
論
的
 研
究
、
 

第
三
・
四
・
五
章
は
実
証
的
研
究
と
わ
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
 第
三
章
は
 

社
会
学
的
研
究
と
な
り
、
そ
れ
は
第
二
章
に
繋
り
、
ま
た
第
四
 
五
章
は
 

を
つ
げ
る
数
少
な
い
著
作
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 

 
  

 

 
 



歴
史
的
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
第
二
・
三
章
と
第
四
・
 五
章
と
が
 

組
 ム
ロ
わ
さ
れ
、
第
一
章
が
成
立
り
っ
て
い
る
構
成
を
と
っ
て
 

い
 る
よ
う
に
 

み
え
る
。
事
実
、
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
「
本
書
に
収
 め
ら
れ
た
 

各
章
や
節
と
な
っ
た
旧
稿
は
今
回
改
稿
は
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
 「
法
学
研
 

究
ヒ
 （
慶
応
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
）
 
、
 ヨ
社
会
と
伝
承
ヒ
同
日
 
木
女
子
大
 

学
 紀
要
・
文
学
部
 L
 等
に
機
会
あ
る
ご
と
に
発
表
さ
せ
て
い
た
 だ
い
た
も
 

の
で
あ
る
。
」
（
四
八
八
 ｜
 四
八
九
頁
）
と
あ
り
、
各
々
の
 章
 
節
 が
独
立
 

し
て
い
る
観
が
あ
り
、
読
者
の
興
味
あ
る
部
分
か
ら
読
む
こ
と
 が
 可
能
に
 

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
 、
 個
々
の
章
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
 な
 問
題
が
 

提
起
さ
れ
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
か
を
、
ま
ず
紹
介
す
る
こ
と
 が
 必
要
に
 

な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
評
者
は
、
本
書
が
前
に
述
べ
た
よ
う
な
 構
成
を
と
 

っ
て
い
る
と
み
、
著
者
の
意
図
に
反
し
非
礼
に
な
る
か
も
し
れ
 な
い
こ
と
 

を
 顧
み
ず
、
ま
ず
第
四
章
か
ら
出
発
し
、
第
五
章
に
入
り
、
 次
 に
 第
三
生
年
 

か
ら
第
二
章
に
至
り
、
第
一
章
で
終
る
こ
と
と
す
る
。
 

第
四
章
は
、
「
明
治
元
年
よ
り
明
治
一
二
年
の
神
社
明
細
 帳
様
 式
 整
備
 

に
関
す
る
内
務
省
 達
 に
い
た
る
神
社
法
規
類
を
村
落
所
在
の
神
 社
 に
焦
点
 

を
 合
わ
せ
て
検
討
す
る
。
」
（
一
七
六
頁
）
も
の
で
あ
り
、
特
に
 

国
家
側
の
 

資
料
を
中
心
に
八
社
格
 V
 と
 A
 氏
子
札
 V
 に
焦
点
を
合
わ
せ
て
 論
じ
て
い
 

る
 。
こ
こ
で
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
通
達
す
る
 方
 
・
さ
れ
る
 方
 双
方
 と
も
五
里
 

霧
中
の
状
況
で
あ
り
、
ひ
ど
い
混
乱
が
各
地
で
生
じ
た
事
を
貸
 料
を
通
じ
 

分
 

て
論
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
社
格
 0
 間
頭
 で
 兵
庫
 

櫛
県
何
 と
し
て
、
「
一
県
社
（
改
行
）
化
儀
県
会
 二
テ
祭
ル
 
処
ノ
社
ヲ
指
シ
 

翻
候
哉
 」（
一
九
五
Ⅰ
九
一
八
頁
）
と
い
う
資
料
の
一
例
を
 ひ
い
て
お
く
。
 

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
著
者
は
社
格
 は
 明
治
初
期
に
お
い
て
は
た
 だ
ち
に
 

神
社
の
序
列
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
、
ま
ず
指
摘
す
る
 。
そ
れ
は
 

郷
社
の
氏
子
 場
 と
戸
籍
区
の
範
囲
を
合
致
さ
せ
、
神
社
の
把
握
 と
神
社
を
 

媒
介
と
し
て
国
家
に
よ
る
人
民
把
握
を
意
図
と
し
た
と
い
う
。
 し
か
し
 従
 

来
の
寺
請
制
度
の
よ
う
な
神
社
か
ら
の
戸
籍
を
か
ら
め
る
こ
と
 は
 断
念
し
 、
 

神
社
の
み
の
把
握
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
そ
こ
で
神
社
の
行
政
 区
画
と
も
 

い
え
る
八
一
村
一
社
 V
 
の
単
位
を
つ
く
り
、
そ
の
下
位
に
無
 格
 社
を
、
そ
 

の
上
位
に
は
郷
社
を
お
く
こ
と
に
よ
り
、
諸
人
の
神
社
を
列
 格
 し
て
い
っ
 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
神
社
は
一
度
刺
絡
さ
れ
神
社
明
細
 帳
に
 記
載
さ
れ
 

る
や
、
公
認
の
神
社
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
 。
そ
れ
は
 

自
分
達
の
神
社
が
公
認
さ
れ
た
と
い
う
喜
び
と
共
に
、
国
家
統
 制
の
中
に
 

組
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
た
。
そ
の
へ
ん
の
事
情
を
 著
者
は
、
 

「
こ
の
こ
と
は
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
の
階
 統
 構
造
に
自
 分
 連
の
 

祭
祀
す
る
神
社
が
位
置
付
け
ら
れ
た
と
い
う
意
識
に
も
つ
な
が
 る
も
の
で
 

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
氏
神
鎮
守
を
統
合
の
表
象
と
し
て
 き
 た
 人
々
は
 

自
分
達
の
村
や
町
が
国
家
の
構
成
部
分
と
し
て
明
確
に
位
置
付
 げ
ら
れ
た
 

よ
う
に
も
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
 
三
 0
 
一
八
頁
）
と
も
「
別
格
 社
 で
あ
る
 

限
り
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
の
階
 統
 構
造
に
 公
的
に
位
 

置
 づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
神
社
の
氏
子
も
伊
勢
神
宮
と
表
裏
 の
 関
係
と
 

し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
た
天
皇
に
結
び
っ
げ
ら
れ
た
」
（
三
一
九
 頁
 ）
と
位
 

置
 づ
け
る
。
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
社
格
に
序
列
を
生
じ
さ
せ
 て
く
る
こ
 

と
に
も
な
る
。
ま
た
村
落
レ
ベ
ル
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、
 山
 梨
県
 ，
 岡
 

 
 

山
県
を
と
り
あ
げ
・
こ
れ
ら
の
資
料
の
提
示
と
共
に
、
八
神
 
社
の
称
呼
㎝
 

 
 

法
 V
 
も
刺
絡
と
同
様
の
意
味
を
有
し
た
こ
と
を
析
出
し
て
い
る
  
 

 
 

 
 

さ
て
、
第
五
章
は
第
四
章
の
問
題
設
定
と
同
じ
で
あ
る
が
、
 対
 象
の
次
 



元
を
変
え
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
時
代
的
に
は
明
治
末
期
と
 限
定
し
 、
 

ま
た
神
社
別
格
の
あ
と
に
当
然
く
る
で
あ
ろ
う
神
社
整
理
の
間
 題
 に
力
点
 

が
お
か
れ
て
い
る
。
前
半
で
は
国
の
行
政
レ
ベ
ル
を
中
心
に
論
 じ
 、
後
半
 

は
 県
、
特
に
長
野
県
と
県
内
村
落
と
の
対
応
関
係
の
中
で
論
じ
 ら
れ
て
 
ぃ
 

る
 。
次
い
で
。
中
心
課
題
で
あ
る
村
落
祭
祀
に
直
接
関
係
あ
る
 も
の
と
し
 

て
 、
長
野
県
諏
訪
市
湖
南
 南
真
 志
野
と
東
京
都
府
中
市
（
元
夕
 磨
村
 ）
 を
 

と
り
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
著
者
の
意
図
は
、
「
 村
 落
 祭
祀
 組
 

誠
 に
及
ば
し
た
影
響
を
検
討
す
る
こ
と
は
同
時
に
「
神
社
整
理
 」
の
内
容
 

を
そ
の
関
係
す
る
各
役
所
間
の
通
牒
等
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
 げ
れ
ば
な
 

ら
な
い
」
（
三
九
一
頁
）
と
あ
り
、
当
時
の
国
・
県
と
村
落
の
 相
互
の
政
 

治
的
 ・
行
政
的
や
り
と
り
を
資
料
を
通
じ
て
克
明
に
描
き
だ
し
 て
い
る
。
 

特
に
、
村
落
レ
ベ
ル
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
提
と
し
て
 国
家
側
に
 

は
 定
型
化
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
存
し
、
他
方
村
落
側
に
お
 い
て
も
 村
 

落
の
伝
統
的
倫
理
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
 枠
 組
 で
、
 資
 

料
に
 則
し
て
話
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
申
で
著
者
は
従
来
の
研
 究
を
積
重
 

ね
、
加
え
て
自
己
の
資
料
を
推
敵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
社
 整
理
を
お
 

こ
 な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
少
し
も
実
態
に
は
変
化
を
生
じ
せ
 し
め
な
か
 

っ
た
 局
面
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
結
局
村
落
祭
祀
に
お
け
 る
 神
社
 整
 

理
 と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
再
提
起
し
て
い
る
。
 

こ
の
 南
真
 志
野
は
・
第
三
章
へ
の
繋
ぎ
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 

第
三
章
に
お
い
て
は
第
四
・
五
章
の
文
献
資
料
を
中
心
に
し
た
 歴
史
的
研
 

究
 と
は
異
な
り
、
意
図
と
し
て
は
、
「
家
の
互
助
集
団
を
検
討
 す
る
こ
と
 

が
 ・
村
落
の
変
遷
過
程
を
検
討
す
る
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
必
要
」
 で
あ
り
、
 

「
さ
ら
に
家
の
互
助
集
団
と
守
護
神
の
関
係
を
考
え
る
に
も
 必
 要
 」
（
 九
 

八
頁
）
と
あ
り
・
今
回
は
講
集
団
・
特
に
山
の
神
 講
に
 焦
点
を
 合
せ
る
。
 

そ
れ
は
実
態
調
査
と
文
献
資
料
を
組
合
わ
せ
・
歴
史
的
展
開
、
 経
済
的
側
℡
 

 
 
 
 

面
 に
力
点
を
お
き
、
山
の
神
講
の
実
態
を
描
き
だ
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

第
三
章
に
お
け
る
資
料
の
提
示
・
問
題
の
提
起
は
第
二
章
に
受
 が
つ
げ
 

ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
第
三
章
を
講
集
団
の
具
体
的
記
述
と
す
 る
な
ら
ば
、
 

第
二
章
は
、
そ
れ
に
立
脚
し
た
抽
象
的
記
述
と
み
る
こ
と
が
で
 き
る
。
 そ
 

れ
は
 講
 集
団
の
問
題
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
「
講
は
信
仰
と
分
 か
ち
難
い
 

も
の
で
あ
る
故
に
、
ま
ず
村
落
の
信
仰
組
織
の
中
に
占
め
る
 位
 置
 づ
 け
 を
 

試
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
氏
神
鎮
守
の
祭
祀
 組
 織
 、
寺
院
 

の
 檀
家
組
織
、
そ
の
他
の
諸
信
仰
組
織
と
の
関
連
に
お
い
て
 講
 0
 社
会
的
 

意
味
を
み
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
六
五
 ｜
 六
六
頁
）
 
と
い
 ぅ
 問
題
意
 

識
 の
も
と
に
村
落
祭
祀
の
問
題
が
か
ら
め
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
 い
る
。
 ま
 

ず
 全
国
に
お
け
る
講
の
分
布
や
従
来
の
研
究
成
果
の
検
証
か
ら
 は
じ
め
、
 

結
局
は
、
「
講
が
家
の
互
助
集
団
と
結
び
つ
く
の
は
、
講
の
信
 仰
が
家
の
 

互
助
集
団
の
守
護
神
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
 家
が
何
か
 

の
神
仏
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
と
基
本
的
に
は
同
じ
意
味
を
持
つ
 も
の
と
 考
 

え
て
よ
い
。
家
を
守
る
た
め
の
組
織
や
集
団
と
し
て
の
家
の
互
 助
 集
団
の
 

守
護
神
が
、
同
時
に
ま
た
家
の
守
護
神
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
 あ
る
。
 
こ
 

う
い
 う
 守
護
神
が
何
故
必
要
な
の
か
は
家
や
家
の
互
助
集
団
や
 村
 が
連
関
 

し
て
全
体
社
会
の
政
治
的
・
経
済
的
、
社
会
的
条
件
に
規
制
さ
 れ
て
い
る
 

か
ら
で
あ
ろ
う
。
」
（
八
五
頁
）
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
し
て
く
 

る
 。
 

以
上
の
非
常
に
丁
寧
な
実
証
の
上
に
第
一
章
が
成
り
立
っ
て
 い
 る
 様
に
 

思
え
る
。
前
に
も
述
べ
て
お
い
た
著
者
の
テ
ー
マ
に
裏
打
ち
さ
 ね
 、
「
新
た
 

な
 統
一
国
家
を
支
え
た
基
層
の
民
衆
の
も
つ
思
考
の
枠
組
と
日
 本
の
全
体
 



書評と紹介 

  
で
あ
る
が
、
難
点
が
無
い
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
 本
書
 全
 

体
 が
歯
切
れ
の
悪
さ
を
残
し
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
問
題
は
二
 点
 あ
る
。
 

一
点
は
本
研
究
が
祭
祀
の
研
究
 

、
、
 

か
 、
組
織
の
研
究
 か
 、
祭
祀
 

,
 、
、
 

組
 織
の
研
究
 

 
 

か
、
が
 判
断
が
っ
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
勿
論
、
著
者
の
間
 題
の
限
定
 

の
 仕
方
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
祭
祀
 ぬ
 織
の
政
 

治
的
 ・
経
済
的
側
面
を
あ
ま
り
に
強
調
す
る
た
め
に
、
ま
た
あ
 る
と
こ
ろ
 

で
は
慎
重
す
ぎ
・
あ
る
と
こ
ろ
で
は
短
絡
す
ぎ
る
た
め
に
、
 外
 掘
を
埋
め
 

る
こ
と
に
専
念
し
本
丸
を
攻
め
る
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
 よ
う
 な
 観
が
な
 

ぎ
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
ま
た
二
点
目
は
、
守
護
神
信
仰
の
 問
題
で
あ
 

る
 。
統
合
の
問
題
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
当
然
 の
 帰
結
で
 

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
統
合
の
内
容
も
し
く
は
意
味
に
つ
い
 て
 論
じ
 ろ
 

れ
て
い
な
い
。
守
護
神
の
概
念
は
村
落
を
総
体
的
に
把
握
す
る
 に
は
有
効
 

な
 手
段
で
あ
る
。
で
あ
る
が
、
そ
の
分
析
の
手
段
が
内
容
や
意
 味
を
雄
弁
 

に
 語
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
、
本
書
に
お
い
て
語
ら
れ
る
べ
 ぎ
 も
の
が
 

語
ら
れ
て
な
い
の
は
著
者
の
慎
重
な
態
度
と
共
に
、
ま
ず
問
題
 0
 所
在
の
 

明
確
化
も
し
く
は
再
確
認
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
も
 あ
ろ
う
。
 

本
書
の
第
二
集
に
お
い
て
は
、
し
か
る
べ
き
解
決
が
図
ら
れ
て
 よ
り
ダ
イ
 

ナ
 ミ
 ノ
ク
 な
論
述
が
で
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
 

な
ん
と
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
や
っ
と
の
こ
と
で
最
近
に
な
っ
 て
 ・
 伝
 

統
や
民
俗
等
々
の
内
容
や
意
味
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
 か
せ
、
 真
 

 
 

 
 

 
 

ら
で
あ
る
。
 

1
0
 



森
村
信
子
 

 
 

ア
メ
リ
カ
の
文
化
・
社
会
・
宗
教
・
政
治
を
震
動
さ
せ
た
六
十
 年
代
後
 

 
 

半
の
対
抗
文
化
の
爆
発
は
、
七
十
年
代
に
入
る
や
不
思
議
と
 
静
ま
っ
て
 

い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
。
ど
の
方
向
に
進
む
か
を
見
定
め
た
く
 、
若
手
の
 

研
究
者
た
ち
が
、
社
会
学
上
相
補
な
 う
 立
場
を
と
る
べ
 
ラ
目
 
グ
 p
 

両
 教
授
を
中
心
に
チ
ー
ム
を
組
み
、
 

セ
 十
年
か
ら
約
三
年
間
、
 

調
査
と
 討
 

論
を
重
ね
た
成
果
が
、
こ
の
「
新
し
い
宗
教
意
識
 ヒ
 と
題
す
る
 
本
 と
な
っ
 

て
 出
版
さ
れ
た
。
こ
の
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
は
 、
 実
の
 所
 、
既
に
 

セ
 十
四
年
九
月
に
、
国
際
コ
ロ
 キ
ウ
ム
 
の
形
式
を
と
っ
て
発
表
 さ
れ
て
 
ぃ
 

る
 。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
た
ま
た
ま
 セ
 十
年
に
、
 
故
堀
 一
郎
 教
授
を
委
 

貫
長
と
し
て
、
「
宗
教
と
社
会
変
動
研
究
所
日
本
委
員
会
」
が
 
設
 止
 さ
れ
、
 

日
本
の
新
宗
教
を
中
心
に
調
査
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
 。
そ
こ
で
。
 

ハ
ワ
イ
に
セ
ン
タ
ー
を
も
つ
「
宗
教
と
社
会
変
動
研
究
所
」
の
 所
長
フ
ィ
 

フ
氏
 と
補
佐
デ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
神
父
の
尺
 力
 に
よ
り
、
 
フ
オ
 ｜
ド
 基
金
 

を
 得
て
、
東
西
の
研
究
結
果
を
紹
介
し
ム
ロ
 
5
 機
会
が
計
画
さ
れ
 、
オ
ッ
ク
 

ス
フ
オ
ー
ド
大
学
の
ウ
ィ
ル
 ソ
ソ
 教
授
を
始
め
数
名
の
欧
米
の
 学
者
を
招
 

い
て
・
国
際
コ
ロ
キ
ウ
 ム
 が
開
催
さ
れ
た
。
本
書
の
骨
組
は
 、
 そ
の
折
に
 

発
表
さ
れ
た
も
の
と
 殆
 ん
ど
変
ら
な
い
が
、
各
章
に
、
編
者
に
 よ
 る
 丁
ね
 

の
オ
リ
 
（
槻
の
べ
・
 Q
 ）
 
O
n
 オ
リ
コ
 隼
オ
 0
 す
の
 
Ⅱ
（
 戸
 
㏄
山
守
二
 
ア
 

（
の
 
日
 ）
 ご
ぬ
ン
 ③ き
 
用
心
安
岐
ぎ
ま
め
の
 
0
 さ
お
ぎ
ぎ
め
ぉ
羽
め
 
・
 

 
 

（
 
C
 出
 き
 「
 
o
@
n
 

ぜ
 o
*
 
の
田
 
～
 
h
o
 
目
 @
p
 
 

㌧
（
の
の
の
・
 

ロ
の
づ
ォ
 

の
 
-
 
轄
 ・
）
 
球
 0
.
 
）
 

い
な
前
書
き
が
新
た
に
附
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

本
書
の
内
容
は
、
大
別
し
て
初
め
の
四
章
と
次
の
二
章
に
分
 け
 ら
れ
よ
㎎
 

 
 

う
 。
第
一
部
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
港
湾
地
域
に
見
ら
れ
る
 新
し
い
 ゐ
不
 
㈹
 

 
 
 
 

教
 運
動
や
既
成
宗
教
内
の
刷
新
運
動
の
調
査
を
主
体
と
し
、
 第
 
二
部
は
 、
 

そ
れ
ら
の
分
析
、
解
釈
並
び
に
論
評
で
あ
る
。
第
一
章
か
ら
 順
 に
 紹
介
す
 

れ
ば
、
先
ず
、
東
洋
特
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
伝
統
に
立
つ
三
つ
の
 比
較
的
山
 

規
模
の
新
宗
教
運
動
を
と
り
上
げ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
お
 い
て
、
 帰
 

依
者
も
 、
規
模
も
大
き
い
禅
や
創
価
学
会
は
残
念
な
が
ら
調
査
 さ
れ
て
い
 

な
い
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
新
左
翼
と
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
 ポ
 ｜
テ
ソ
シ
 

ャ
ル
・
 ム
｜
ヴ
 
パ
ン
ト
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
個
人
変
革
を
ね
 も
う
 幾
つ
 

か
の
人
間
間
 係
の
 ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
心
理
療
法
、
生
活
改
善
の
 集
団
療
法
 

な
ど
を
扱
い
、
新
し
い
類
似
宗
教
運
動
と
題
し
て
い
る
。
第
二
一
 

土
 
早
で
は
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
か
ら
派
生
し
た
キ
リ
ス
ト
教
世
界
解
放
前
 線
 
（
 
C
W
 

L
F
 
）
、
カ
ト
リ
 "
 ク
 、
ペ
ン
テ
コ
ス
タ
ル
運
動
、
オ
カ
ル
ト
 
の
 伝
統
に
 

立
つ
 サ
 タ
イ
教
会
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ペ
ソ
 テ
 コ
ス
タ
ル
 が
 外
部
に
 

ェ
 ク
メ
ニ
カ
ル
に
開
か
れ
、
内
面
的
に
聖
霊
の
導
き
に
開
か
れ
 て
い
る
に
 

比
し
、
サ
タ
ン
教
会
が
、
秘
密
結
社
的
閉
鎖
性
を
保
ち
、
人
意
 的
 魔
術
 修
 

得
を
強
調
す
る
点
な
ど
対
照
的
で
あ
る
。
第
四
章
に
お
い
て
・
 キ
リ
ス
ト
 

教
内
の
刷
新
の
数
例
と
・
バ
ー
ク
レ
イ
に
学
ぶ
 ユ
 ダ
 ア
 教
徒
の
 
ア
イ
デ
 ソ
 

テ
ィ
テ
ィ
調
査
を
報
告
す
る
。
第
二
部
と
い
え
る
部
分
で
は
、
 第
五
 %
 
早
で
・
 

諸
運
動
の
統
計
的
整
理
と
分
析
、
解
釈
を
行
 5
 が
、
こ
こ
で
 
扱
 ぅ
 宗
教
案
 

団
は
、
 必
ず
し
も
前
述
の
調
査
対
称
の
集
団
と
ム
ロ
致
し
て
い
な
 

い
 。
第
六
 

章
 で
は
・
ア
メ
リ
カ
の
十
九
世
紀
の
 め
 
下
散
連
動
と
対
比
さ
せ
て
 
0
 対
抗
 文
 

化
の
歴
史
的
位
置
づ
げ
を
し
、
最
後
に
結
論
と
し
て
 べ
ラ
 Ⅰ
 
グ
ロ
 



両
 編
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
現
代
並
び
に
未
来
の
ア
メ
リ
 

ヵ
 を
診
断
 
す
る
。
 
次
 

に
 示
唆
に
富
む
こ
れ
ら
三
論
文
の
概
略
を
簡
単
に
紹
介
し
ょ
う
 

 
 

 
 

へ
 ラ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
の
現
代
の
危
機
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
 

分
析
す
 

る
 。
即
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
は
・
聖
書
的
伝
統
と
、
功
利
 

生
 義
的
 
個
人
 

主
義
の
相
剋
の
中
に
発
展
し
て
ぎ
た
が
・
後
者
は
、
宗
教
を
私
 

欲
 達
成
の
 

合
理
化
の
為
に
手
段
化
し
て
勝
利
を
占
め
・
聖
書
的
伝
統
は
・
 

か
く
し
て
 

 
 

 
 

へ
 
と
か
り
立
て
る
原
因
と
な
っ
た
。
 

ア
メ
リ
 
ヵ
 の
将
来
を
診
断
す
れ
ば
・
社
会
の
発
達
と
共
に
・
 

従
 来
 0
 リ
 

へ
 う
か
 
な
伝
統
と
・
そ
れ
に
伴
 

う
 功
利
主
義
的
個
人
主
義
は
 

、
 権
威
主
義
 

的
 フ
ア
 
ソ
 ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
傾
向
と
共
に
、
容
易
に
消
失
す
 

る
こ
と
は
 

な
か
ろ
う
。
し
か
る
に
、
意
識
革
命
は
、
 

無
 流
血
の
う
ち
に
 

社
 全
的
、
文
 

比
約
構
造
を
根
底
か
ら
変
革
し
て
い
く
こ
と
が
予
見
さ
れ
、
 

そ
 の
 
達
成
の
 

為
に
は
、
新
宗
教
運
動
の
中
で
、
柔
軟
性
に
富
み
、
非
閉
鎖
的
 

な
 グ
ル
ー
 

父
プ
の
 貢
献
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
究
極
的
実
在
の
追
求
 

に
 深
く
か
か
わ
 

 
 

揃
 る
こ
と
に
よ
り
、
際
限
な
き
富
と
権
力
へ
の
欲
望
か
ら
 

解
 

 
 放

さ
れ
、
よ
り
 

現
代
社
会
の
需
要
に
開
か
れ
て
こ
の
国
に
生
気
を
吹
き
込
む
に
 至
っ
た
時
、
 

始
め
て
、
こ
の
国
は
 、
 若
い
世
代
の
信
頼
と
希
望
を
か
ち
得
る
 で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
は
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
 的
 構
想
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
も
し
 れ
な
い
が
、
 

こ
の
実
現
を
見
て
こ
そ
、
二
十
一
世
紀
の
人
間
に
生
き
が
い
を
 与
え
る
こ
 

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
と
、
 べ
 ラ
ー
は
結
論
し
て
い
る
。
 

次
に
、
グ
ロ
ッ
ク
の
見
解
で
は
、
 セ
 十
年
代
は
、
多
様
な
対
抗
 文
化
に
 

ょ
 り
、
新
し
い
認
識
に
根
ざ
し
た
個
人
の
意
識
革
命
を
迫
ら
れ
 つ
つ
も
 

六
十
年
代
 よ
 り
の
危
機
的
状
態
か
ら
脱
し
切
れ
ず
に
い
る
。
 意
 調
 革
命
は
 、
 

社
会
変
革
に
先
行
し
、
こ
の
意
識
革
命
の
遂
行
に
は
、
従
来
の
 世
界
観
を
 

根
底
か
ら
く
つ
が
え
 さ
ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

調
査
を
通
し
て
・
現
在
か
な
り
根
強
く
残
留
し
て
い
る
こ
と
が
 判
明
し
 

た
 二
つ
の
世
界
観
は
 、
 共
に
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
基
く
も
の
 で
あ
る
。
 

第
一
は
 、
 人
は
神
の
前
に
自
ら
の
行
動
の
責
任
を
と
る
べ
き
で
 あ
り
、
 自
 

ら
の
運
命
の
決
定
者
で
あ
る
と
す
る
信
条
で
あ
る
。
こ
れ
を
 押
 し
 す
す
め
 

た
 時
、
隣
人
愛
は
、
個
人
的
成
功
の
為
の
倫
理
主
義
に
変
形
 し
 て
し
ま
っ
 

た
 。
第
二
は
 、
 神
は
主
と
し
て
人
間
の
来
世
の
運
命
の
決
定
者
 で
あ
り
、
 

社
会
の
 オ
 盾
や
不
正
は
来
世
に
お
い
て
歪
正
さ
れ
る
と
見
る
世
 界
 観
で
あ
 

る
 。
結
局
こ
れ
ら
は
、
中
世
以
来
根
本
的
に
は
変
化
し
て
い
な
 い
 伝
統
的
 

信
仰
で
あ
り
、
こ
の
神
は
・
個
人
主
義
に
根
ざ
す
現
代
の
社
会
 組
織
に
挑
 

裁
 す
る
 力
 は
持
ち
合
さ
ず
・
む
し
ろ
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
れ
ら
の
伝
統
的
世
界
観
を
徐
々
に
崩
壊
さ
せ
て
い
く
要
因
は
 、
二
十
 

 
 

世
紀
初
頭
か
ら
の
科
学
の
発
達
に
伴
う
世
界
観
の
拾
 頭
 で
あ
っ
 
た
 。
社
会
㎝
 

科
学
に
 ょ
 れ
ば
、
人
の
運
命
を
規
定
す
る
も
の
は
、
も
は
や
 自
 
 
 

で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
遺
伝
的
、
心
理
的
、
社
会
的
、
人
 傾
学
 的
 諸
要
素
 



の
 、
人
知
で
測
れ
ぬ
相
互
作
用
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
。
科
学
的
 世
界
観
は
 、
 

差
別
さ
れ
た
人
々
 や
 、
裁
判
に
対
す
る
考
え
方
、
態
度
を
始
め
 、
教
育
制
 

度
 、
教
会
、
産
業
、
通
商
な
ど
社
会
全
般
に
対
す
る
視
点
を
も
 変
え
さ
せ
、
 

社
会
変
革
を
 う
な
 が
し
、
従
来
の
伝
統
的
世
界
観
と
そ
の
生
み
 出
す
価
値
 

観
を
動
揺
さ
せ
は
し
た
も
の
の
、
肩
代
り
は
出
来
な
い
ま
ま
 今
 日
 に
至
っ
 

て
い
る
。
 

ヘ
 ト
ナ
ム
戦
争
こ
そ
は
、
対
抗
文
化
発
生
の
契
機
で
あ
る
。
 そ
 の
 担
い
 

手
が
、
こ
の
戦
争
に
最
も
個
人
的
か
か
わ
り
を
も
た
さ
れ
た
 青
 年
 層
で
あ
 

っ
 た
こ
と
か
ら
、
左
翼
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
 L
 
 東
洋
的
神
秘
主
義
、
 
 
 

ト
 、
星
占
い
、
麻
薬
、
超
能
力
な
ど
の
プ
ー
ム
が
膨
張
し
て
い
 つ
こ
 
ヰ
ハ
」
刀
 

：
 
@
,
 

社
会
変
革
の
動
因
と
な
る
に
は
、
な
お
質
的
、
量
的
に
貧
し
く
 、
 新
し
い
 

世
界
観
の
形
成
を
告
げ
る
鐘
声
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
 

科
学
的
世
界
観
は
 、
 人
々
に
人
生
の
意
味
を
見
出
さ
せ
、
新
し
 い
 社
会
 

秩
序
の
建
設
に
役
立
つ
と
は
断
言
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
 科
学
的
世
 

界
 観
の
不
備
の
補
充
と
し
て
対
抗
文
化
的
新
宗
教
や
呪
術
の
類
 が
 ・
な
お
 

横
行
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
多
く
の
人
は
、
相
変
ら
ず
、
人
生
の
 意
味
を
空
 

し
く
探
索
す
る
で
あ
ろ
う
。
七
十
年
代
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
平
穏
 、
教
 ム
百
一
 

%
 

退
の
停
止
な
ど
を
、
外
見
か
ら
の
み
判
断
し
て
、
六
十
年
代
以
 前
に
立
ち
 

戻
っ
た
と
短
絡
す
る
者
は
恐
ら
く
あ
る
ま
い
。
新
し
い
世
界
観
 の
 模
索
は
 、
 

な
お
深
刻
に
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

セ
 十
年
代
は
・
六
十
年
代
以
前
の
ア
メ
リ
カ
と
は
明
白
に
異
質
 の
新
時
 

 
 代

の
創
造
を
前
に
し
た
「
混
沌
」
に
あ
る
と
で
も
い
え
よ
 う
か
 。
キ
 リ
ス
 

ト
教
 諸
教
会
は
 、
 若
い
世
代
の
も
つ
生
活
形
態
、
価
値
観
、
政
 治
的
ラ
デ
 

ィ
 カ
リ
ズ
ム
な
ど
に
対
し
、
強
い
抵
抗
を
示
し
た
。
し
か
し
後
 者
は
、
 ま
 

 
 

さ
に
前
者
の
思
想
的
基
盤
に
立
つ
管
理
社
会
制
度
と
価
値
観
、
 政
治
体
制
、
㎎
 

非
人
間
化
し
た
産
業
主
義
社
会
、
謹
厳
そ
う
な
生
活
習
慣
の
内
 的
 矛
盾
な
⑧
 

 
 

ど
に
 反
 擁
し
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
の
変
革
へ
の
 閉
鎖
性
 や
 

批
判
は
・
若
者
が
教
会
外
に
 、
 或
い
は
地
下
に
も
ぐ
っ
て
新
し
 い
 七
丁
数
組
 

織
を
生
み
出
し
、
発
展
さ
せ
る
誘
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

究
極
的
実
在
の
探
索
は
、
既
成
概
念
を
崩
し
つ
つ
あ
る
。
神
は
 、
も
は
 

や
 ド
グ
マ
か
ら
学
び
と
る
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
客
体
で
は
な
 い
 。
む
し
 

ろ
 、
個
人
の
内
面
に
お
い
て
、
「
生
命
」
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
「
 

意
 識
 」
と
し
 

て
 直
接
体
験
さ
れ
る
実
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 。
人
は
 、
 

神
に
自
分
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
も
ら
 ぅ
 為
に
 祈
臆
 す
る
こ
と
 よ
り
も
、
 

冥
想
の
う
ち
に
、
神
の
言
葉
に
耳
を
傾
げ
心
に
受
け
入
れ
る
こ
 と
が
強
調
 

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

人
 と
人
と
の
連
帯
も
、
自
然
の
努
力
 の
み
で
 得
 

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
冥
想
の
う
ち
に
「
実
在
」
と
の
深
い
 一
体
感
を
 

も
ち
得
て
こ
そ
望
ま
し
く
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
第
五
章
の
統
 計
に
よ
 れ
 

ば
 
（
二
八
一
頁
）
、
若
者
た
ち
は
、
自
分
の
内
面
を
み
つ
め
る
 
為
に
時
間
 

を
 設
け
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
て
お
り
、
冥
想
の
実
践
を
必
 要
 と
考
え
 

て
い
る
こ
と
が
分
る
。
 

こ
の
よ
う
な
世
界
観
は
、
聖
書
的
伝
統
そ
の
も
の
の
中
に
更
に
 豊
か
に
 

あ
る
こ
と
を
 思
 3
 時
、
究
極
な
る
も
の
の
探
究
は
、
「
青
い
鳥
 」
を
探
す
 

子
供
に
類
似
を
見
出
す
 2
5
 に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
若
者
の
み
 な
ら
ず
、
 

「
非
二
元
的
伝
統
に
弱
い
」
と
べ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
ア
ノ
リ
 カ 
キ
リ
ス
 

ト
 教
会
に
と
っ
て
も
、
し
か
り
で
あ
る
。
既
に
分
枝
的
に
過
ぎ
 る
 ア
メ
リ
 

力
 ・
プ
ロ
テ
ス
タ
 
ソ
ト
 教
会
に
・
更
に
分
派
が
加
わ
り
、
社
会
 を
 細
分
化
 



し
て
い
く
こ
と
は
、
個
人
主
義
的
伝
統
か
ら
脱
し
切
れ
な
い
こ
 の
国
の
負
 

ラ
 べ
き
悲
劇
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
対
抗
文
化
と
伝
統
的
文
化
の
 緊
張
関
係
 

を
 ・
よ
り
高
い
次
元
に
お
い
て
解
決
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
 で
あ
ろ
う
 

か
 。
両
者
が
別
方
向
に
「
青
い
鳥
」
を
探
し
た
時
、
た
ま
た
ま
 自
ら
の
 聖
 

書
 的
伝
説
そ
の
も
の
の
掘
り
さ
げ
に
 よ
 り
、
見
出
す
こ
と
が
あ
 り
 得
る
の
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

対
抗
文
化
が
高
度
の
教
育
を
受
け
た
青
年
達
に
よ
っ
て
推
進
さ
 れ
た
こ
 

と
か
ら
、
た
と
え
少
数
た
り
と
も
彼
ら
の
影
響
は
強
大
で
あ
ろ
 う
と
タ
 
ス
 

ノ
ウ
 
（
第
五
章
の
著
者
）
は
見
て
い
る
。
一
方
、
彼
ら
は
、
 

社
ム
 石
竹
、
心
 

理
 的
に
不
安
定
な
・
 
十
 或
い
は
二
十
代
の
若
者
で
あ
る
か
ら
、
 

成
長
に
伴
 

ラ
 変
化
は
否
定
で
き
ず
、
ど
の
 位
 留
ま
る
か
も
未
知
数
で
あ
る
 。
な
お
、
 

八
十
年
代
を
間
近
に
見
る
今
日
の
青
年
達
は
、
十
年
余
り
以
前
 0
 者
と
は
、
 

も
は
や
同
一
で
は
な
い
。
今
後
の
青
年
達
が
、
ど
の
 位
 対
抗
 文
 化
の
軌
跡
 

を
た
ど
る
か
も
疑
問
で
あ
る
と
い
え
 よ
う
 。
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書評 戸 紹介   
著
者
ナ
ス
ル
は
 べ
う
ソ
 の
テ
ヘ
ラ
ン
で
生
れ
、
中
等
、
高
等
教
 育
を
ァ
 

メ
リ
カ
で
受
け
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
科
学
史
の
研
究
で
学
位
 を
 得
、
現
 

在
 テ
ヘ
ラ
 ソ
 大
学
の
科
学
史
及
び
哲
学
の
教
授
の
職
に
あ
る
。
 彼
の
著
作
 

の
う
ち
で
は
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
哲
学
者
た
ち
 
ヒ
 （
岩
波
書
店
 昭
和
五
 0
 

鎌 

田 

繁 

㏄
・
（
 
出
 4
p
 

～
 の
（
・
・
～
細
口
さ
 

ぅ
 Ⅰ
 球
蒲
 ～
寸
心
～
）
 

こ
め
 

-
 て
 
げ
一
ゃ
 

o
 卜
 

緯
 。
 
Q
 ：
 ，
旨
ミ
 

（
Ⅰ
 
0
 
コ
宙
 
0
 
臣
 ・
Ⅰ
 
0
 
ヰ
的
ヨ
り
コ
ハ
リ
 

Ⅱ
 
0
 
け
で
 
Ⅰ
 由
由
 

：
Ⅰ
の
 

ド
白
 
・
 
メ
 
@
@
 

ユ
ロ
Ⅰ
 

由
 
Ⅰ
つ
つ
・
）
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モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
相
剋
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
は
教
育
、
政
治
、
社
 会
 、
芸
術
 

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
現
れ
て
い
る
。
「
近
代
化
」
さ
れ
た
ム
ス
リ
 ム
 に
は
 西
 

欧
へ
の
 
ぬ
 き
が
た
い
劣
等
感
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
世
俗
主
義
 及
び
 モ
ダ
 

ニ
ズ
ム
 と
、
 聖
な
る
も
の
及
び
伝
統
的
な
も
の
と
の
間
に
揺
れ
 る
 ム
ス
リ
 

ム
 に
は
、
自
己
の
存
在
を
守
る
た
め
に
、
「
中
心
」
か
ら
の
 /
 
ッ
 セ
ー
ジ
 

と
そ
の
清
新
な
解
釈
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
 

第
二
部
は
「
比
較
研
究
 法
 と
西
洋
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
知
的
 油
退
幸
 
仕
の
 

研
究
」
と
題
さ
れ
二
章
か
ら
成
る
。
（
第
三
章
東
洋
と
西
洋
 
の
形
而
上
 

学
と
 哲
学
１
１
意
味
あ
る
比
較
研
究
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
 ）
「
哲
学
」
 

の
 語
は
西
洋
で
は
啓
示
、
神
学
、
真
の
知
的
直
観
と
結
び
・
つ
い
 

て
い
る
 
一
 

方
で
、
ま
た
数
学
や
物
理
科
学
と
も
結
び
つ
げ
て
考
え
ら
れ
る
 。
ま
た
 真
 

理
の
直
接
的
経
験
に
基
礎
を
置
く
 尽
宮
 e
p
 
（
 
ぃ
 
a
-
 寄
 。
 毛
 -
 色
窩
で
 あ
る
形
而
 

上
 学
も
哲
学
の
一
部
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
哲
学
は
幅
広
い
 意
味
を
も
 

つ
 。
だ
が
仏
教
、
道
教
、
イ
ン
ド
教
、
イ
ス
ラ
ム
等
の
東
洋
の
 知
的
伝
統
 

の
中
に
は
西
洋
で
の
 

つ
 ま
 @
0
8
 
で
下
 
せ
に
肖
 る
語
は
な
く
、
そ
こ
 で
は
常
に
 

ス
ピ
 
@
 チ
 =
7
 
ル
 

 
 

精
神
的
世
界
と
知
的
直
観
の
直
接
経
験
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
 そ
れ
 故
両
 

者
の
比
較
に
際
し
て
は
そ
の
宗
教
的
背
景
を
参
照
し
、
両
者
の
 宗
教
的
、
 

形
而
上
学
的
伝
統
の
意
味
の
構
造
と
レ
ベ
ル
に
注
意
せ
ね
ば
な
 ら
ぬ
。
 著
 

者
に
よ
れ
ば
少
く
と
も
知
識
は
ぎ
（
の
 

-
-
R
 

（
 
E
p
-
.
 

め
ヨ
り
性
母
 
（
 
@
 
セ
の
 
・
 Ⅰ
が
（
 

-
0
 
コ
か
 
-
,
 

お
已
ぎ
 -
 
の
の
四
次
元
に
区
分
さ
れ
、
 

母
ヱ
 。
 窟
 -
 な
 西
洋
の
哲
学
 ナ
 
@
 Ⅰ
 -
@
 

り
 
侍
の
 
-
 

）
の
の
（
 

E
p
-
 
な
 東
洋
の
智
慧
を
そ
の
ま
ま
比
較
す
る
の
は
無
意
味
 
だ
と
す
る
 

の
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
 れ
 き
ま
え
た
上
で
の
比
較
研
究
は
西
 洋
 哲
学
を
 

深
い
次
元
か
ら
批
判
す
る
規
準
を
与
え
、
ま
た
西
洋
で
忘
れ
 ろ
 れ
て
い
る
 

真
理
を
思
い
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
言
 う
 。
 

イ 浜焼たの 終のつ物も し l にの三 知 ぅ はム 商法 
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書評と紹介 

第
四
部
は
「
イ
ス
ラ
ム
と
現
代
世
界
と
の
間
に
立
つ
現
在
の
 ム
 ス
リ
ム
」
 

と
 題
さ
れ
五
章
に
分
れ
る
。
 

（
 第
 セ
草
今
日
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
）
 
モ
ダ
 二
ズ
 

ふ
め
 拡
散
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
同
質
性
は
部
分
的
に
破
 壊
さ
れ
、
 

ム
ス
リ
ム
は
伝
統
と
の
 板
は
 さ
み
に
陥
り
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
は
 分
裂
に
直
 

面
し
た
。
だ
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
 と
 戦
 う
 た
め
の
イ
ス
ラ
ム
再
発
見
 の
動
 ぎ
も
 

出
て
い
る
。
 

（
第
八
章
現
代
ア
ラ
ブ
世
界
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
）
及
び
（
 
第
 九
章
 

ヘ
ル
シ
ア
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
・
過
去
と
現
在
）
と
で
は
、
ア
 -
 
フ
ブ
 地
域
 

と
 ペ
ル
シ
ア
と
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
状
況
を
述
べ
る
。
共
通
 す
る
の
は
、
 

近
代
化
の
動
ぎ
と
伝
統
と
の
衝
突
が
多
く
の
分
野
で
見
ら
れ
る
 が
 、
い
ま
 

だ
に
社
会
に
於
け
る
伝
統
の
 力
 は
 大
 ぎ
く
、
近
頃
は
西
欧
の
知
 識
を
身
に
 

つ
げ
た
人
々
に
も
自
己
の
伝
統
を
見
直
す
気
運
が
高
ま
っ
て
 い
 る
こ
と
で
 

あ
る
。
 

（
第
十
 章
 
頽
廃
、
逸
脱
と
再
生
１
１
現
在
の
イ
ス
ラ
ム
の
文
脈
 に
於
 

げ
る
そ
れ
ら
の
意
味
）
「
近
代
化
」
し
た
ム
ス
リ
ム
は
頽
廃
 雀
兆
 り
 隼
の
 
コ
 い
の
）
 

空
語
 で
 モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
前
の
イ
ス
ラ
ム
の
状
態
を
指
し
、
ま
た
 本
来
そ
 う
 

形
容
さ
る
べ
き
近
代
西
洋
文
明
を
逸
脱
（
 待
丘
ド
 （
 
@
o
 
コ
 ）
と
言
わ
 ず
 、
時
流
 

に
 乗
っ
た
 反
 イ
ス
ラ
ム
的
な
理
念
の
唱
道
を
イ
ス
ラ
ム
の
再
生
 
（
Ⅰ
 
0
 
コ
 肢
 -
 
の
 

の
レ
コ
い
 

の
）
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
「
客
観
的
、
超
越
的
・
不
変
 の
 イ
ス
ラ
 

ム
の
 原
理
」
に
対
す
る
無
知
に
尽
く
。
真
の
再
生
の
意
味
は
 ィ
 ス
ラ
ム
的
 

原
理
の
再
適
用
で
あ
り
・
頽
廃
は
至
高
の
規
範
か
ら
の
脱
落
で
 あ
る
が
、
 

ま
だ
そ
れ
と
関
係
す
る
道
を
進
ん
で
 か
 る
も
の
、
逸
脱
は
完
全
 に
そ
れ
と
 

離
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
本
書
の
内
容
は
き
と
め
ら
れ
る
が
著
者
は
戸
の
 仁
 
0
 自
 
0
 コ
 

ら
を
引
用
し
、
近
代
 ョ
 ー
ワ
ッ
 パ
 は
「
中
心
」
を
は
ず
れ
た
 逸
   

も
は
や
そ
れ
を
恢
復
す
る
 力
 は
 
ョ
 ー
 
ロ
 "
 バ
 自
身
に
は
見
出
せ
 ず
 、
そ
れ
 

を
 可
能
に
す
る
の
は
「
中
心
」
を
未
だ
に
失
わ
な
い
伝
統
的
な
 東
洋
の
叙
 

知
 、
就
中
イ
ス
ラ
ム
で
あ
る
、
と
い
う
徹
底
し
た
 ポ
レ
 

な
 行
な
っ
 

て
い
る
。
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
近
代
文
明
が
多
く
の
弊
害
を
生
み
 出
し
て
 

い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
・
イ
ス
ラ
ム
等
の
東
洋
の
伝
統
的
な
諸
 思
想
に
は
 

そ
れ
を
匡
正
し
得
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
よ
 ぅ
 。
し
か
 

し
な
が
ら
、
現
代
人
の
状
況
を
解
決
す
る
鍵
は
、
伝
統
的
な
 ィ
 
ス
ラ
ム
に
 

ま
だ
保
存
さ
れ
て
い
る
精
神
的
地
平
の
中
に
あ
る
と
論
ず
る
 際
 の
 著
者
の
 

 
 

議
論
は
 、
 余
り
に
理
念
に
走
り
過
ぎ
て
い
る
 2
3
 

に
思
え
る
。
 

イ
ス
ラ
ム
㎝
 

の
 伝
統
的
遺
産
の
い
か
な
る
局
面
が
、
現
代
人
の
い
か
な
る
 状
 況
 に
ど
の
Ⅱ
 

 
 

よ
さ
に
対
応
し
、
そ
の
問
題
を
解
決
し
得
る
の
か
、
ま
た
イ
ス
 -
 
フ
ム
の
 原
 

（
第
十
一
章
西
洋
世
界
と
そ
の
イ
ス
ラ
ム
へ
の
挑
戦
）
 
イ
ス
 -
 
フ
ム
 の
 

仮
面
を
被
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、
 フ
 p
 イ
 ト
や
ユ
ノ
 

ク
の
 精
神
分
析
、
カ
フ
カ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
 L
 
 プ
ル
ー
ス
  
 

人
主
義
的
主
観
主
義
の
文
学
、
実
存
主
義
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 ，
 
」
れ
ら
は
 

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
宗
教
（
こ
の
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
）
へ
の
 反
逆
か
ら
 

生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
を
保
持
す
る
た
め
、
意
識
的
  
 

防
禦
が
イ
ス
ラ
ム
の
伝
統
か
ら
行
な
わ
れ
、
ま
た
西
洋
へ
の
 劣
 等
 感
を
捨
 

て
 、
伝
統
的
遺
産
を
用
い
て
、
徹
底
的
な
知
的
批
判
が
現
代
 世
 穿
 と
そ
の
 

欠
点
に
つ
い
て
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 



理
 を
ど
の
よ
う
に
現
代
に
生
か
す
の
か
 

積
極
的
な
議
論
の
展
開
が
望
み
た
か
っ
 

法
の
ね
ら
い
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
中
で
 

と
述
べ
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
 滴
 

触
れ
て
い
な
い
。
或
い
は
こ
れ
ら
の
こ
 

な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
代
人
の
窮
 

し
て
た
だ
イ
ス
ラ
ム
の
財
産
目
録
を
示
 

り
な
さ
を
覚
え
る
。
本
書
は
西
洋
の
人
 

ム
ス
リ
ム
を
も
主
な
対
象
と
し
て
書
か
 

統
 的
な
学
問
、
芸
術
・
制
度
等
、
彼
も
 

も
一
つ
の
ね
ら
い
で
あ
り
、
そ
の
た
め
 

る
の
も
否
定
で
き
な
い
。
 

だ
が
い
か
に
イ
ス
ラ
ム
の
伝
統
が
 菩
 

る
も
の
を
内
蔵
し
て
い
る
か
を
示
す
に
 

は
著
者
自
身
比
較
研
究
の
意
義
を
論
じ
 

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
中
 

思
想
と
の
比
較
研
究
に
つ
い
て
は
、
 日
 

然
 な
分
野
で
あ
り
、
筆
者
自
身
啓
発
さ
 

と
い
う
 

た
。
 例
え
 

既
に
達
成
 

用
す
る
の
 

と
は
著
者
 

沃
を
解
決
 

す
だ
け
で
 

々
と
と
も
 

れ
て
い
る
 

-
 
自
身
の
遺
 

か
、
ィ
 
ス
 

一
か
で
あ
り
 

は
十
分
で
 

-
 
、
 多
く
の
 

・
で
も
イ
ス
 

本
の
学
者
 

-
 
れ
る
所
が
 

も
う
少
し
具
体
的
か
つ
 

ば
 精
神
分
析
、
精
神
 療
 

-
 
さ
れ
て
い
る
 a
.
 

の
の
）
 

か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
 

自
身
に
 は
 自
明
の
こ
と
 

す
る
と
い
う
目
標
に
対
 

は
筆
者
と
し
て
は
物
足
 

に
「
近
代
化
」
さ
れ
た
 

た
め
、
イ
ス
ラ
ム
の
広
 

座
に
目
を
向
け
る
こ
と
 

ラ
ム
礼
讃
と
な
っ
て
い
 

、
知
的
興
味
を
惹
起
す
 

あ
る
。
特
に
第
二
部
で
 

未
開
拓
の
研
究
分
野
の
 

ラ
ム
と
他
の
東
洋
の
諸
 

の
 大
い
に
活
躍
し
て
 当
 

大
き
か
っ
た
。
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本
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
総
会
 

月
一
 0
 日
 ）
に
お
い
て
、
 昭
 私
 

記
の
と
お
り
会
費
を
改
定
す
る
 

し
た
の
で
 御
 諒
承
く
だ
さ
 

維
持
会
員
六
、
 0
0
 

普
通
会
員
 

三
 、
五
 0
 

準
会
員
 

三
 、
 0
0
 

（
昭
和
五
一
年
一
①
 

五
十
二
年
度
よ
り
 左
 

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
 

O
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O
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O
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Radical  Empi r i c i sm a n d  Religion 

Nobuo MURANO 

W e  find two contradictory themes in William James' concept of God ; 

in Pragmatism God needs help from man, while in The Varieties of 
Religious Experience man is required to surrender himself before God. 

These themes can be brought into synthesis in his radical empiricism. 

Radical empiricism implies thet phenomenal experience is based upon 

pure experience, which itself is beyond distinction of subject and object. 

James seems to bestow pragmatistic characteristics on the developing 

phases of pure experience and are inclined to identify pragmatistic God 

with pure experience. However, James is mistaken on this point, for in 

The Varieties of Religious Eeperietzce pure experience can also be the 

original basis of mystical religious experience. Pure experience can 

develop itself into two different directions; one in the pragmatic way, 

the other in the transcendental way. W e  can thus assimilate the two 

contradictory themes. 



A t s u t a n e  HIRATA and  Basic Folk Belief 

Nobutaka INOUE 

Atsutane Hirata (1776-1843) was a scholar of Japanese classics in the 

second half of the Tokugawa era. In his works, especially Koshiden and 

Tamammihushira, he expressed his views on ancient Japanese history, 

classical Shinto and world mythology. Therefore, he is famous as a 

theologian who endeavored to systematize Shinto tradition and many 

scholars have given attention to this aspect of Hirata's thought. However, 

another aspect of Hirata is his awareness of various folk beliefs. These 

folk beliefs seemed to exhibit little sense, reason, or order, yet he 

unhesitatingly incorporated them into his writings. If we analyze the 

basic tone of his critical attitude against Buddhism, Confucianism and 

Zoku-Shinto (non-orthodox Shintoism, or Shintoism mixed with Buddhism 

or Confucianism, from Hirata's viewpoint), we recognize immediately 

that his ideas have a close connection with the actual daily life oi the 

people of those days. Moreover, we easily recognize that he accepted 

various kinds of folk belief. He had a strong interest in the phenomena 

of reincarnation, existence of ghosts and spirits, and stories oi the other 

world, as shown in Senkyoibun, Katsugoro-Saiseikibun and Kokonyomiko. 
Some scholars interpret this tendency of his as evidence that Hirata 

was not concerned with religious ethics or morals, but with more vulgar 

and profane areas of religion. However, such a view is superficial. 

Certainly his attitude concerning religious affairs can not be said to be 

very ethical or ascetic, nor has there been reported any remarkable 

experience of religious awakening. Nevertheless, we may regard his 

works as the projection of his latent religious consciousness. I t  is most 

probable that the themes in which Hirata showed a deep interest form 

an essential part of human religious phenomena. 



Negation in Vijiiaptimatra Doctorine 

Koitsu YOKOYAMA 

Anii tman is the essence of Buddhist doctrine. Mahayiina insists on 

Siinyatii and nihsvabhiiva in addition to aniitman. The Vijfiaptimiitraviida 

school, without deviating from this viewpoint in any way, has its own 

logic of negation ; because it maintains that existence is really Mind 

itself, and that the multiplicity of external objects is nothing but ideas. 

Generally speaking, the Vijiiaptimatraviida school, having closely inves- 

tigated human cognition, denies the existence of the things which are 

grasped by our conception. In  other words, it denies parikalpitasvabhiiva 
(%zt;f-r7i$&Q #). In  the first section of this essay, I considered the logic 

by which the existence of parikalpitasvabhiiva is denied, mainly from 

two angles-laksana-nihsvabhiiva (a% fj #) and namdrthdnyonydgant-  

ukatva (g@$$ig@&). In the second section I selected " T h e  Yogac- 

iirabh3mi (f&mgmi&s) from among early Vijiiaptimgtra-school literature, 

and took a general approach to its aniitman and Siinyatii doctrines. 



Die historisch-kritische Methode in d e r  

biblischen Exegese von Kar l  Barth 

Teruo UTSUNOMIYA 

Barth will in der-biblischen Exegese historischer und kritischer sein 
als die historisch-kritischen Exegeten, was die hermeneutische Fragestellung 
in seinem, "RGmerbrief" ist. 

Die Exegese mu13 zuntichst die Beobachtung sein, d.h. die schlichte 
Kenntnisnahme von dem, was im Text steht, ohne Vorentscheidungen 
hinsichtlich dessen, was moglich oder unmSglich sein ktnnte. Es kann 
fur Barth nicht die Aufgabe der historisch-kritischen Forschung sein, 
hinter den Text zuriickzugehen, sondern den 'wahren Sinn und Zusamm- 
enhang des biblischen Textes als solches zu ermitteln. Die Exegese soll 
also als strenge Beobachtung durchgesetzt werden, um als Hermeneutik 
konsequent zu sein. 

Es gibt fur ihn nicht jenes bestimmte hermeneutische Verfahren, das 
rein objektiv den Text auslegt und die allgemeine Notwendigkeit fiir die 
Exegese hat, ohne eine jeweilige besondere Notwendigkeit zu haben. 
Gerade unser in der Exegese gebrauchter bestimmter Denkschematismus 
mu13 also durch den Text und die Sache, von der er redet, kritisiert 
werden. Der Gegenstand der Kritik ist nicht der biblische Text, wie in 
der Theologie im 19. Jahrhundert, sondern unser Denkschematismus selbst. 
Der biblische Text wird dabei vielmehr das Subjekt dieser Kritik. 

Es findet sich noch ein anderer Begriff der Kritik im "Rtmerbrief". 
Die historisch-kritischen Exegeten begniigten sich damals mit der 
Feststellung dessen, <was da stehtj, ohne weiter zu arbeiten. Aber die 
Exegese mu8 fur Barth darin bestehen, alle Worte im Text im Hinblick 
auf die Sache, von der er redet, zu deuten und die Beziehung zwischen 
beiden aufzudecken. Diese Arbeit nennt er das K p i v m  am Texte, auf das 
aber die historisch-kritischen Exegeten damals verzichteten. I n  diesem 
Sinne sagt er : (Kritischer mii13ten mir die Historisch-Kritischen sein! 

Die historisch-kritische Exegese ist faktisch nicht die "theologische 
Exegese". (Er nennt seine eigene Exegese so.) Nach seiner eigentlichen 
Absicht soll aber die erstere Exegese, wenn prinzipiell durchgesetzt, die 
letztere werden. Insofern ist seine hermeneutische Methode die Radikali- 
sierung der historisch-kritischen Methode. 




