
神秘 家と 詩人 

｜
 

心
理
学
 
ョ
 ハ
不
の
神
秘
教
説
の
特
徴
の
一
つ
は
、
 

そ
の
透
徹
し
た
心
理
分
析
に
あ
る
。
特
に
 、
 「
い
ち
 早
 く
 神
と
の
一
致
 &
 守
 ぎ
の
 

 
 

@
3
-
 

年
日
あ
さ
に
達
す
る
た
め
に
、
 魂
 田
ヨ
 ひ
 は
ど
の
よ
う
に
 
自
 ら
を
処
し
て
行
く
べ
き
か
」
を
 扱
 5
 
「
 登
牽
 口
及
び
「
 
暗
 

 
 

ラ
 的
な
 煩
蛸
 主
義
を
以
て
、
食
薦
生
活
の
中
で
生
じ
 ぅ
 る
 全
て
の
心
理
現
象
に
就
 て
 、
そ
の
分
析
と
分
類
が
為
さ
 ね
 、
そ
れ
ら
は
対
し
て
 
1
 

一
 
神
秘
教
 説
 

（
 
l
l
-
 

十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
黄
金
時
代
に
活
 躍
 し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
も
屈
指
の
神
秘
家
で
 

古
今
の
ス
ペ
イ
ソ
文
学
を
通
じ
て
最
も
優
れ
た
野
情
詩
 人
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
神
秘
 家
と
 詩
人
と
い
う
二
つ
 

つ
な
が
ら
、
稀
な
高
度
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

本
稿
は
、
こ
の
詩
人
と
神
秘
 穿
 と
い
う
両
側
面
が
 、
ョ
 
ハ
ネ
 に
於
て
い
か
な
る
関
係
を
以
て
共
存
し
て
い
た
 

と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
先
ず
彼
の
神
秘
教
 説
と
 詩
作
 口
 叩
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
分
析
し
、
次
い
で
両
者
 

ハ
り
 

z
@
 

5
 手
順
を
と
る
こ
と
と
す
る
。
 

あ
る
。
と
同
時
に
 、
 彼
は
 

の
面
が
 、
 彼
に
あ
っ
て
二
 

の
か
を
探
る
こ
と
を
目
的
 

の
関
係
を
考
察
す
る
と
 ぃ
 

神
秘
 家
と
 詩
人
 

｜
 十字
架
の
聖
 ョ
 ハ
不
に
つ
い
て
 

鶴
岡
 
賀
雄
 



し
か
も
、
に
も
拘
ら
ず
、
神
は
魂
の
一
致
す
べ
 

き
 目
標
 で
あ
り
、
こ
の
限
で
何
ら
か
の
対
象
で
あ
る
。
神
は
 

、
い
 か
な
る
被
造
物
で
も
 

ら
、
 神
は
 、
 主
観
に
対
す
る
客
体
と
し
て
捉
 

@
8
@
 
 え
る
こ
と
 
は
 決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
を
何
ら
か
 

 
 

と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
魂
の
性
向
山
体
 

が
、
 故
に
 、
神
 と
の
真
の
一
致
の
た
め
に
は
、
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
 

い
の
で
あ
る
。
 

基
本
認
識
が
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
は
 こ
 「
・
、
こ
の
世
に
対
す
 
る
 神
の
「
超
越
性
」
の
原
理
を
（
特
に
日
 登
欝
し
｜
 
「
 
暗
 夜
目
に
於
て
）
徹
底
的
 

に
 推
し
進
め
る
。
 念
禧
 の
あ
ら
 ピ
 ・
 一
 
・
・
ハ
に
於
て
、
所
謂
 

神
秘
的
な
「
ヴ
ィ
ジ
 ，
ン
 」
の
類
の
一
切
が
、
「
 例
え
 そ
れ
が
真
に
神
か
ら
 与
 

 
 

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
 そ
 

：
 よ
げ
 入
れ
よ
う
と
 欲
し
て
は
な
ら
な
い
」
、
と
さ
れ
る
の
も
こ
の
故
で
あ
る
 
0
 な
ぜ
な
ら
、
 い
 か
な
 

る
 ヴ
ィ
ジ
。
 ン
 で
あ
れ
、
 そ
 

。
お
 簾
ぎ
 。
或
は
 霊
 9
%
q
p
 

（
二
の
働
き
の
一
定
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
 る
と
き
、
そ
れ
は
既
に
 

神
 自
身
で
は
な
い
何
ら
か
の
 被
造
 小
刀
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
被
 

 
 

限
定
さ
れ
た
様
式
及
び
 

様
態
の
も
と
で
表
象
さ
れ
る
 口
簗
ニ
 。
諸
が
 俺
巨
帥
日
ゃ
 
コ
の
 
r
a
 

の
Ⅱ
 

ヨ
 0
 Ⅰ
 0
 の
 目
ヨ
ぎ
 
p
 ヰ
 。
と
、
「
何
ら
か
の
形
あ
る
も
 

の
 」
で
あ
り
、
一
方
、
 魂
 

の
 知
性
が
一
致
す
べ
き
神
の
英
知
に
は
、
「
完
全
に
純
粋
 で
 単
純
で
あ
る
故
に
、
い
か
な
る
様
式
も
様
態
も
存
し
な
 い
し
、
い
か
な
る
限
定
 

や
判
明
で
個
別
な
知
解
の
も
と
に
も
由
の
 す
 が
古
き
 P
 汀
 み
 3%
 ヨ
 @
3
 日
 ぎ
鯨
 日
田
 
0
 コ
れ
子
田
器
 
ぎ
村
 せ
 つ
 p
 ユ
 ざ
三
 銭
 目
 e
n
t
e
 

入
っ
て
こ
な
 

@
7
@
 

ぃ
 」
の
で
あ
る
。
 

 
 

す
な
わ
ち
「
 神
 」
は
魂
の
諸
能
力
の
「
対
象
」
と
し
て
 把
握
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
敢
え
て
近
代
的
な
 言
い
方
を
す
る
な
 

-
@
4
-
 

と
る
べ
 き
 態
度
が
明
 愁
一
 

Ⅲ
 て
 ㌧
 る
 。
従
っ
Ⅰ
Ⅱ
 
ョ
 ハ
ネ
 の
神
秘
神
字
は
 
、
 先
ず
（
広
い
意
味
で
の
）
魂
の
 学
 

心
理
学
と
し
て
 

成
立
す
る
。
 

-
5
-
 
本
稿
で
は
、
こ
わ
 
下
 簗
を
極
め
る
記
述
の
 具
体
的
内
容
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
記
述
 を
 貫
い
て
い
る
根
木
原
 

理
 は
さ
ほ
ど
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
：
ヨ
ハ
ネ
の
 教
説
 の
 特
質
は
 、
 寧
ろ
、
比
較
的
単
純
な
原
理
を
徹
底
的
に
推
 し
 進
め
て
行
く
と
こ
ろ
 

に
あ
る
。
 

 
 

ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
教
説
の
根
本
に
は
、
魂
が
一
致
す
べ
き
 目
 的
で
あ
る
「
 神
 」
は
、
い
か
な
る
被
造
物
 目
 ぎ
富
母
の
 で
も
な
い
、
と
い
う
 

( 2 ) 2 



神秘 家と ・詩人 

在
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
じ
ま
り
、
ヨ
ハ
ネ
自
身
の
図
式
 

，
ク
，
 

に
ょ
 れ
ば
、
「
瞑
想
・
克
己
の
途
」
「
観
想
の
途
」
 

三
教
の
 途
 
（
霊
的
 

@
 
㏄
 @
 

容
 し
て
（
 

r
a
 

コ
ム
 

0
q
 

ヨ
銭
変
 に
よ
る
一
致
を
為
し
、
 
か
 

婚
約
の
段
階
）
」
「
も
は
や
途
は
な
い
（
 壬
 一
正
 

的
 婚
姻
 

@
t
@
 

，
 

 
 

0
 段
階
）
」
と
辿
っ
て
行
き
、
遂
に
は
、
神
と
 魂
 と
は
「
 大
 へ
ん
強
く
結
合
し
、
 変
 

も
 、
そ
の
栄
光
と
相
貌
 

テ
 ス
 ホ
ソ
 
@
 オ
 

@
.
.
,
 

り
 
d
 
）
 

@
 
牡
 @
 

に
 於
て
は
 

目
牡
 o
r
 
守
せ
罷
 お
お
Ⅰ
魂
は
神
と
見
え
、
 

神
は
魂
と
見
え
る
 
住
 
土
日
 曲
審
 お
お
 
目
 0
 辞
せ
し
 ご
 の
 で
か
 
Ⅰ
の
の
の
の
 

p
 
 
ひ
 Ⅰ
（
（
）
 

曲
 」
 

 
 

と
 言
わ
れ
る
ま
で
に
到
る
。
 

楡
に
慕
 い
て
、
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
た
豊
か
な
言
葉
を
以
 て
 、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
描
い
て
い
る
。
 

実
際
、
「
讃
歌
口
は
 、
 先
ず
 魂
 
（
Ⅱ
花
嫁
）
 
と
神
 
（
 
子
 な
る
 神
 、
キ
リ
ス
ト
Ⅱ
花
婿
）
と
の
距
離
が
無
限
と
も
 言
 

 
 

2
 
 愛
の
ド
ラ
マ
神
へ
の
愛
に
導
か
れ
て
神
と
 
被
造
 物
の
間
の
連
大
な
距
離
を
超
え
て
行
く
こ
と
、
こ
れ
は
、
 「
 登
埜
 L
 ー
「
暗
夜
ヒ
 

の
 主
調
で
あ
る
内
省
心
理
学
の
言
葉
で
言
え
ば
、
魂
の
 
「
内
面
」
に
生
じ
る
 一
 切
の
体
験
を
超
え
て
、
 

-
7
-
1
 
 

言
わ
ば
 己
 れ
の
最
も
内
よ
り
も
 更
 

 
 

に
 内
な
る
或
る
と
こ
ろ
で
、
 

@
l
@
 

ピ
 
神
と
の
真
の
一
致
に
ま
で
 到
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
の
事
態
は
 、
最
早
心
理
学
的
内
省
 

に
よ
 る
客
観
的
な
概
念
の
舌
口
業
で
は
十
分
に
語
り
え
な
 

 
 

距
離
」
の
克
服
と
い
う
 

同
一
の
事
態
を
、
「
讃
歌
 ヒ
 及
び
「
 烙
ヒ
、
 特
に
「
 讃
 敬
 し
に
於
て
は
、
花
嫁
と
花
婿
と
の
間
の
距
離
の
克
服
、
 合
一
と
い
う
根
本
的
善
 

が
 、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
全
て
を
愛
を
以
て
創
造
 し
、
 

（
こ
れ
が
い
わ
ゆ
 る
全
 且
つ
 無
 
（
 
0
 年
 。
 せ
 

 
 

@
 
は
 -
 

コ
ド
宙
 
㏄
の
 教
 説
の
根
拠
で
あ
る
）
 

@
2
 

）
ー
。
。
そ
し
て
そ
れ
は
 同
 時
に
 、
 常
に
 、
 「
キ
リ
ス
ト
」
を
介
し
て
人
間
の
魂
に
働
 き
 か
け
て
い
る
人
格
神
 

で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
 我
 」
に
対
す
る
「
 

、
、
 、
 汝
 」
で
も
あ
 る
 人
格
神
に
関
わ
る
に
は
、
知
性
、
意
志
、
記
憶
と
い
 ぅ
霊
 （
精
神
）
の
 三
能
 

力
は
 、
そ
れ
ぞ
れ
、
信
仰
、
愛
、
希
望
、
に
変
容
し
な
 け
れ
ま
な
ら
な
い
。
 

@
 
 

（
 
4
@
@
 
 

そ
し
て
こ
の
 三
 能
力
の
う
ち
ヨ
ハ
ネ
 の
 最
も
重
視
す
る
の
 

意
 ，
 
上
じ
 

@
 
-
5
@
1
 
 

｜
 愛
で
あ
る
。
 こ
の
神
へ
の
愛
を
以
て
 、
 魂
は
 、

通
常
の
知
性
に
と
っ
て
は
超
え
難
い
、
被
造
物
と
神
 と
の
間
に
あ
る
絶
大
な
 

ま
 「
 @

 
騰
 @
 

「
距
離
 黛
甲
荻
 n
n
 
ざ
 」
を
超
え
て
行
く
の
で
あ
る
。
 



@
 
し
 
@
 
Ⅰ
で
舌
口
わ
れ
て
Ⅱ
 

リ
 
る
よ
う
に
 
卜
 
、
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
神
と
 

の
 一
致
と
は
、
先
ず
 

、
 神
と
 魂
 と
の
愛
に
 
よ
 る
一
致
、
 
次
に
両
者
の
間
の
実
 

 
 

 
 

体
的
 区
別
、
そ
し
て
両
者
の
完
全
な
相
互
性
（
神
は
魂
 

と
 見
え
、
魂
は
神
と
見
え
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
 の
 三
つ
は
、
し
か
も
、
 

互
い
に
不
可
分
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
 

愛
 」
と
言
う
こ
と
は
一
つ
の
「
関
係
」
で
あ
り
、
「
関
係
 

」
と
は
二
つ
の
も
の
 

（
実
体
）
の
間
で
は
じ
め
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
（
 

｜
 実
体
的
区
別
）
、
ま
た
「
愛
の
特
性
 

笘
 。
 
屈
げ
年
き
隼
 

の
曲
玉
 

0
q
 

は
 、
 愛
す
る
 

（
 
g
U
 

つ
し
 

）
 

者
を
愛
す
る
対
象
に
等
し
く
す
る
 

俺
億
 
p
F
p
q
 

こ
と
」
で
 

あ
る
か
ら
、
神
と
 

魂
 と
は
互
い
に
相
い
似
た
も
の
と
な
ら
 

ね
ば
な
ら
な
い
（
山
相
 

五
性
）
の
で
あ
る
 
0
 こ
う
し
て
、
神
と
 

魂
 と
の
間
に
 
想
 足
 さ
れ
る
「
愛
の
等
し
さ
 
漏
岸
臼
ま
よ
 が
日
。
こ
と
も
 

言
う
べ
 
き
 関
係
に
 
、
ョ
 

@
 
筏
 @
 

ハ
ネ
の
全
神
秘
思
想
を
一
貫
す
る
最
も
根
本
的
原
理
を
見
 

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
 
叩
り
 

@
 

3
 
 愛
の
等
し
さ
神
へ
の
変
革
 日
 0
 
（
牙
虫
 0
 
の
は
、
 
魂
に
 於
て
肯
定
さ
れ
 
ぅ
る
 唯
一
の
能
動
的
な
 

働
 ぎ
で
あ
 る
 。
こ
の
愛
の
み
が
、
 

@
 
㏄
 @
 
）
 

魂
を
暗
夜
の
中
で
導
い
て
行
 

き
 、
か
の
被
造
物
と
神
と
 

の
間
の
連
大
な
距
離
を
踏
破
せ
し
め
る
。
し
か
し
こ
の
 

愛
 は
、
 魂
か
ら
神
へ
の
 
一
 

（
 
乙
 ）
 

 
 

 
 

 
 

し
か
も
、
こ
の
愛
の
相
互
性
は
、
双
方
が
同
じ
だ
け
、
 

同
 じ
 愛
を
以
て
愛
し
合
 
う
 の
で
ほ
げ
れ
ば
十
分
な
も
の
と
 

は
 言
え
な
い
。
従
っ
 

 
 

 
 

て
、
 愛
の
等
し
さ
と
は
、
魂
が
神
を
愛
す
る
 

愛
 と
神
が
 
魂
 を
 愛
す
る
 
愛
 と
が
、
同
じ
質
の
愛
で
あ
る
こ
と
を
も
 

意
 抹
 す
る
。
更
に
量
的
に
 

か
 双
方
の
愛
の
等
し
か
ら
ん
こ
と
を
要
求
す
る
。
「
神
の
 

愛
の
完
遂
 守
 c
0
 

コ
組
目
 

ひ
住
 
0
 
コ
 音
の
 ヨ
玲
よ
目
 0
 の
 が
 、
 魂
の
常
な
る
願
 
い
で
 

 
 

あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
神
の
魂
へ
の
愛
の
も
っ
純
粋
さ
と
 

士
 
万
全
さ
で
 
佳
 
お
ぎ
Ⅱ
 や
の
 
q
*
 
の
 
n
n
p
 

ひ
コ
 を
以
て
 
、
 神
を
愛
す
 
る
よ
う
 
に
な
る
こ
と
を
 

く 4 ) 4 



ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
教
 

説
に
於
る
 

一
つ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
 

て
一
方
、
魂
も
、
そ
の
（
低
 

き
 ）
被
造
物
性
に
埋
役
し
 

て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
 

（
高
き
）
神
に
向
け
て
登
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

。
し
か
も
こ
の
登
り
方
は
単
な
る
自
己
神
化
、
世
界
超
 

越
 で
な
く
て
、
神
が
自
 

 
 

ら
を
早
め
た
、
そ
の
 

愛
 と
同
じ
質
の
愛
に
 

ょ
 る
の
で
な
 

げ
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
か
ら
、
神
に
倣
っ
て
自
ら
を
徹
底
的
 

に
 
早
め
る
、
と
い
う
 

仕
 

 
 

方
で
の
向
上
、
神
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
 

ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
教
 

説
に
於
る
 

修
行
、
と
く
に
謙
遜
 

ゴ
 
由
ヨ
 
ま
お
 
ふ
コ
 
の
も
つ
 

菩
思
 

 
 

義
 が
あ
る
。
と
共
に
 

、
 神
の
魂
へ
の
愛
は
 

、
 単
な
る
 

自
 己
 卑
下
、
或
は
哀
れ
な
被
造
物
へ
の
 

憐
 欄
の
情
の
み
か
ら
 

な
る
の
で
は
な
く
、
 

神
 

 
 

の
 
栄
光
を
讃
美
し
、
 

憧
惧
 
し
つ
つ
登
っ
て
行
く
魂
の
神
 

へ
 
の
愛
 
と
同
じ
質
の
愛
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
か
ら
、
 

そ
こ
で
は
、
神
も
ま
た
 

 
 

 
 

 
 

神
 
魑
の
コ
的
 

勝
る
こ
と
は
何
も
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
故
に
の
み
、
 

「
の
 

コ
 
宙
の
の
の
（
こ
と
唯
一
つ
で
あ
る
。
 

@
 …
そ
し
て
 

 
 

す
る
 
黄
 
C
 
が
）
 

a
r
 
 

こ
と
に
 

@
 
Ⅰ
 
つ
 
）
 

5  (  5  ) 

口
 
願
 う
 

愛
さ
れ
 

し
か
 

実
現
す
 

を
 捨
て
 

@
 
笘
 @
 

0
 口
で
あ
る
。
」
「
こ
の
魂
の
懇
願
の
内
容
は
 
、
 神
と
の
 愛
の
等
し
さ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
愛
す
る
者
 
は
 、
 
n
 
自
分
が
口
 

@
 
杓
 @
 

て
い
る
の
と
同
じ
だ
け
同
相
手
を
口
愛
し
て
い
る
、
 

と
感
 ず
る
の
で
な
け
れ
ば
満
足
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
 

し
、
 
神
と
 魂
 と
は
、
そ
の
本
質
に
於
て
 、
 全
く
か
げ
 離
 れ
た
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
質
、
量
 夫
 な
る
 愛
の
等
し
さ
が
 

 
 

る
た
め
に
は
、
神
と
 魂
 と
の
間
の
巨
大
な
懸
隔
が
克
服
 さ
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ず
、
故
に
 、
 神
は
自
ら
の
、
こ
の
 世
へ
の
超
絶
性
 

 
 

て
、
魂
と
 似
た
も
の
、
或
は
等
し
き
も
の
に
ま
で
、
 

自
 ら
を
早
め
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
神
の
受
肉
 と
 い
う
こ
と
の
、
 



借
用
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
 

@
2
@
4
 
 

し
か
も
そ
れ
で
い
て
、
 

彼
の
詩
は
決
し
て
ぎ
こ
ち
な
い
つ
ぎ
は
ぎ
で
は
な
く
、
 

全
体
が
 庫
然
と
、
ョ
ハ
 (6 )  6 

末 く 2 話 ら Ⅰ 

更 に か 以 
に 書 に 投象、 事ず テ上 

、 ぎ 考 巧 へ 故 @ の 
波 上 え の に マ 知 
め げ ら 横 披 { 

    
詰 ら れ ま 々 の   

き の 句の驚 ハネ れたこ がちで 神 た、 な寓意 作品を ヨハネ の 

く と あ 私 的 純 の 神 世   界   
概要を 部分が 技 な 々 の詩の ぅと、 詩作品 牧 的 、 的な テ 

、 巧 テ 何 そ 歌 l 瞥 
他 の ク か の 的 マ 見 
の 跡 ス 神 も な は し 

先 を ト の の 恋 男 お 

行 す見 発の霊の愛なえ 具に ィ 詩のた 
る し 体 吹 メ と 間 上 

で、 詩人 恋 てい 的分 かれ ｜ジ 読む の 

た る谷折 ろ を こ 愛 次 彼 ま、ちやも に 繍 に 本質 とも であ 

当 寧 " 約 一 る の 
時 ろ 自 に 応 。 詩 
の 反 在 規 可 そ 作 
民 対 に 定 能 こ 呈 
衆 に 即 す で に の 
歌 、 興 る る は 特 
謡、 そ に も る 特 質 

れ 美 の   は な 
ま 家 見 
泊 - Ⅰ が ら しで「 いは 註 散て 
聖 十 詩 な 解 約 お 
キ 三目 分 包 いあ 」 な か 

（ 特 ねば に意 を次 書 の 用語 

v@ し 示 は な 
識的 々に 

「 雅 
す 全 ら 

な 歌 神 く な 
歌 
。 @ 准 い 秘 使 い 

  散 士 教 わ   
作 げ 説 れ 

か 業 て 上 て 
ら の 一 行 ， 0 % 

0 つ 子 の は こう へ 中 なるの意 神へ 

一体 と、魂 して、 志は 、 神との の参与 佳 
は 唯 一 
変 一 で と 神 

致 ギ し は 

  
わ は 

  
・」 @ あ   

の と が か 。 

で 神 父 に %, 
あ と な こ し   
こ 二 と 魂 魂 



神秘 家と 詩人 

③
 
一
 
0
 甘
 の
す
二
の
円
の
ま
 

コ
曲
 

Ⅱ二の 

" 目汁 の 

お
お
水
晶
の
よ
う
な
 泉
ょ
 

②
乙
由
の
 弓
 0
 の
レ
リ
～
 
下
 &
 ひ
コ
 
隼
の
富
の
の
 

n
O
 

コ
 &
 ぢ
 （
 
n
,
 

や
日
笘
隼
 
0
,
 
せ
 （
（
）
の
 

宙
凸
 の
の
（
の
 

n
O
 
コ
 め
の
 
日
ぎ
 0
 ～
 

の
 0
 ヨ
 0
 
 
串
宙
 m
q
 
せ
 0
 
 
す
白
 
ず
 （
の
 
，
 

す
 p
d
 
ポ
コ
ら
 
0
 ～
（
 

ゐ
 二
の
二
ロ
 

0
@
 

の
の
 
目
圧
 Ⅰ
の
の
由
の
）
 

麓
日
笘
コ
宙
 

0
.
 

吋
の
ぺ
が
の
）
Ⅰ
 

0
"
 

（
の
Ⅰ
 

ミ
 ～
～
 

ゎ
 
0
 
 
目
色
～
「
 

ま
窯
 
a
 ～
 
  
） 

い
 
い
目
色
二
の
の
Ⅰ
 

コ
 
0
 任
叫
宙
の
 

・
 

の
の
舟
筏
 

コ
隼
 
0
 せ
が
 （
（
目
の
燵
の
ひ
 

の
 
0
 の
の
崎
が
宙
が
 

"
 

（
 
牡
つ
 
い
こ
 
馬
 0
 の
い
ま
Ⅰ
Ⅰ
 

ナ
 ）
 

あ 

わ 気 
が づ 

家 か 
は れ   も ず 
う けこ 

静 脱 
ま れ 
つ 出 
て た 

（ ョ い 
暗 た 
夜 
L" 

歌 っ て 第 
目 た の   
第 じ き 
    連 

ま 
） 

連 ） し か 

ナ ・ し せ 
て 

て， 

も、 

@
3
 
）
 

不
独
自
の
詩
的
世
界
に
融
合
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
 で
は
、
 

3
 
 ポ
エ
ジ
ー
 

①
 

田
由
コ
 ㏄
 コ
 O
n
F
 
の
 O
 の
 n
E
q
p
,
 

わ
 0
 コ
の
コ
 の
 
ミ
 
が
の
 
，
の
コ
 の
 日
 0
 Ⅰ
の
の
）
 

コ
コ
 
の
 日
曲
 ら
が
 
-
 

一
 0
 す
 Ⅰ
（
の
す
 

0
 の
が
せ
の
 
コ
 円
仁
Ⅱ
 

び
一
 
。
 

そ
の
「
ヨ
ハ
ネ
の
詩
的
世
界
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
 な
の
か
。
 

あ
る
闇
の
夜
 

愛
の
思
い
に
こ
が
れ
燃
え
て
 

し
あ
わ
せ
 

あ
あ
何
と
か
 ぅ
 幸
福
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乱
 0
 コ
 の
の
 
0
 の
 田
 
け
の
の
の
 
日
ヴ
 す
目
 円
 
0
 の
 づ
田
 （
の
の
ら
 

0
 の
 

Ⅰ
 
0
 Ⅰ
 日
曲
 の
の
の
隼
の
Ⅰ
の
で
 

0
 コ
 ド
 
の
 

F
o
 
の
 o
b
o
 

の
年
の
の
の
曲
 

隼
 0
 の
 

戸
ロ
 
0
 任
 
0
 コ
の
 
0
0
 コ
目
 目
 0
 目
汁
Ⅰ
の
臣
が
の
色
子
こ
 

%
 宙
 0
 の
 一
 

ナ
っ
曲
 
（
 村
 F
o
 
ダ
ト
 日
曲
隼
 
0
-
 

p
E
 

の
く
 

0
 Ⅱ
 隼
 0
 
 
づ
 目
色
 

O
.
 
n
 

馬
の
㌧
 

0
 の
 O
U
 
 
セ
 %
7
0
8
,
 

由
仁
 
の
の
 ト
 の
 -
 
の
 Ⅰ
 づ
 0
 ヰ
由
 
～
由
の
Ⅱ
 

曲
年
 
0
 

で
 0
 Ⅰ
の
「
 0
 圧
 
0
 Ⅱ
 0
 ド
の
 
0
 目
ノ
簿
 

の
 ）
 曲
 ～
Ⅱ
 
e
 年
 e
 圧
 
E
 セ
 臣
の
）
 

0
.
 

せ
 Ⅱ
Ⅰ
の
の
の
 

0
 圧
 
0
 ヨ
の
 

目
の
中
 0
 の
申
し
目
 ぃ
レ
ヨ
 p
 卸
 o
-
 守
の
日
 0
 コ
 %
 コ
 P
 鮭
 

～
 
0
 の
そ
が
 
目
 0
 の
の
 0
 主
任
 
曲
 Ⅰ
）
 
0
 の
 目
 0
 ヨ
 0
 Ⅱ
 0
 の
 0
 の
 "
 

）
 
リ
 の
 @
 
コ
の
由
 
（
 
ド
 の
の
 メ
旺
 
Ⅱ
 燵
由
ド
の
 

。
 

～
 
0
 の
Ⅰ
 "
O
 
の
の
 0
 コ
 0
 Ⅱ
 0
 の
 0
 の
 、
 

0
 目
 ど
 片
 
す
 O
 年
 e
 ～
 
O
 の
 P
-
 
Ⅱ
の
の
曲
Ⅰ
 

目
 0
 ㍉
 0
 の
 0
 の
 "
 

～
 
P
 再
 O
 の
す
の
の
 
0
 の
の
的
が
隼
が
 

0
 コ
 づ
 が
Ⅰ
 笘
 e
 
 
）
 
o
 の
～
の
 
へ
い
目
侍
 

。
の
ら
の
 
ト
 
の
曲
 C
 Ⅰ
 o
 Ⅰ
 曲
 "
 

）
曲
玉
あ
の
（
 

い
 ㏄
の
の
 
コ
 の
 年
曲
 
@
 

～
の
の
 
0
 ）
の
 
宙
曲
隼
の
 
0
 コ
 o
 Ⅰ
 P
-
 

つ り ～。 

日付、 

し
ろ
 
桟
ね
み
 な
も
 

あ
な
た
の
銀
の
水
面
に
 

熱
く
求
め
て
い
る
あ
の
目
を
 

私
が
胸
の
う
ち
に
、
お
ば
ろ
に
描
い
て
い
 だ
く
 あ
の
 ひ
 と
み
を
 

に
わ
か
に
、
あ
ら
わ
し
て
く
れ
る
な
ら
 /
 

愛
す
る
か
た
 ょ
 、
あ
な
た
の
目
を
 、
そ
 さ
げ
て
く
だ
さ
  
 

私
は
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
 

同
花
婿
日
お
帰
り
、
 

鳩
よ
 

傷
つ
い
た
鹿
は
 

丘
の
上
に
姿
を
の
ぞ
か
せ
 

お
ま
え
の
飛
翔
の
そ
 よ
 風
に
涼
ん
で
い
る
か
ら
。
 

ハ
花
墜
 
私
の
愛
す
る
か
た
は
山
々
 

 
 

木
々
の
生
い
茂
る
人
気
の
な
い
 谷
 

ふ
し
ぎ
な
島
々
 

ひ
び
ぎ
 高
く
流
れ
る
 川
 

愛
 の
そ
 よ
 風
の
さ
さ
や
ぎ
 

あ
げ
 ば
 の
が
た
ち
そ
め
る
こ
ろ
の
 

静
か
な
 夜
 

し
ら
べ
 

沈
黙
の
音
楽
 

ひ
び
き
わ
た
る
孤
独
 

(@ 8@ )@ 8 



印
の
し
い
 

臣
隼
 
0
 （
～
二
の
仁
 

ノ
 
山
麓
 
ら
 
0
 

桃
家
 

0
 
コ
 
臣
 
Ⅰ
 
0
 ）
 
ド
 
の
の
 
い
ロ
 
の
 
0
 
俺
 
㏄
の
 

O
F
 

せ
 （
年
の
ロ
口
 

 
 

と
 

④
 

已
 コ
日
 @
 で
 0
 の
す
 
0
 
 
申
 0
 Ⅱ
 ピ
由
 
0
-
 

由
 二
の
の
中
田
 

e
 Ⅰ
 O
 つ
 ㏄
Ⅱ
 
坤
ひ
 ）
の
 
0
 ～
 
0
 の
の
的
 
臣
が
 
Ⅰ
 隼
曲
ヴ
簿
 

笘
 羊
 @
p
 々
 o
 Ⅰ
 ひ
宙
 0
 Ⅰ
～
～
目
印
 

0
-
 

せ
せ
 0
 
 
）
の
Ⅰ
 
0
 ㏄
が
）
が
 

ヴ
 p
.
 

日
の
ト
く
 
0
 二
 %
 
が
目
 
。
 ロ
 の
の
の
ら
Ⅰ
 

0
 の
曲
）
Ⅱ
の
 

卸
曲
す
か
 

門
田
が
崇
の
年
立
 巴
ヨ
の
コ
 
が
・
 

の
年
リ
コ
ロ
 

0
 化
 0
 の
け
の
の
 
リ
ヴ
 
0
 二
 0
 の
の
の
 
つ
曲
 
Ⅱ
の
 
一
 
p
.
 

の
 0
 コ
の
仁
 コ
が
コ
 

～
 
0
 ㏄
の
Ⅱ
の
 

コ
 が
 

の
 コ
コ
 ゴ
 の
 仁
 0
 目
 0
 
 
ア
の
 
エ
曲
 -
 

せ
田
 0
 年
 0
 の
 ヨ
あ
 ㏄
 0
 コ
オ
 色
 0
 の
㏄
 け
 の
で
の
 

コ
宙
ず
 

0
 二
の
Ⅰ
か
ヨ
の
 

セ
 。
宇
田
か
 
ヨ
タ
 

巴
 
Ⅰ
 0
 の
 ヰ
 
Ⅱ
 o
 
 
Ⅰ
 e
 ニ
ド
二
心
の
 

0
 ヴ
 Ⅰ
の
 ニ
ン
 ロ
が
年
 

Ⅱ
 
0
 一
 

  

花
で
飾
っ
た
私
の
胸
 

こ
の
か
た
だ
け
に
堅
く
 守
 

そ
こ
に
こ
の
か
た
は
眠
っ
て
 

い
つ
く
し
む
 私
 

杉
の
棉
は
そ
よ
風
を
送
っ
 

狭
間
か
ら
 風
 

恋
人
の
髪
を
ね
ぶ
る
私
に
 

そ
の
 透
 ぎ
と
お
る
手
で
 

私
の
う
な
じ
を
刺
す
 

私
の
な
べ
て
の
感
覚
は
絶
え
 

そ
う
し
た
ま
ま
思
い
も
 消
 

恋
人
に
頬
を
も
た
せ
て
 

す
べ
て
は
や
み
な
す
が
ま
 

煩
い
も
と
き
は
な
た
れ
て
 

白
百
合
の
間
に
忘
ら
れ
 消
 っ

て
来
た
 

い
る
 

て
 。
 

え
て
 

ま
 

え
ゆ
 き
 

 
 

変
 に
酔
わ
す
 、
 た
の
し
い
夕
食
 

）
曲
の
の
 
コ
 の
 曲
 C
 の
 Ⅰ
の
の
Ⅱ
の
ゆ
田
の
 

コ
ひ
日
 0
 Ⅰ
の
 

（
 賓
 並
の
讃
歌
口
第
十
二
 ｜
 一
五
連
）
 

（
の
め
 

臣
構
ざ
 
0
 
 
Ⅱ
の
 つ
ユ
田
 
年
日
 
甑
 ナ
メ
 せ
 ・
）
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あ
る
。
し
か
し
、
詩
は
、
技
巧
だ
け
で
出
来
る
も
の
で
 は
な
い
。
「
 ポ
ヱ
 ジ
ー
」
と
い
う
こ
と
に
は
 ム
 
「
一
つ
の
 側
 面
 が
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

こ
の
「
ポ
 エ
 ジ
ー
」
は
 、
 彼
の
巧
み
な
詩
作
技
術
に
よ
 っ
て
、
言
葉
の
微
妙
な
排
列
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
 一
 つ
の
言
語
的
効
果
で
 

あ
え
ず
、
ヨ
ハ
ネ
の
詩
の
「
 ポ
ヱ
 
ジ
ー
」
と
呼
ん
で
お
  
 

で
、
言
い
知
れ
ぬ
神
秘
の
感
、
非
現
世
的
な
印
象
を
与
 え
る
、
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 「
神
秘
性
」
を
、
と
り
 

く
て
、
一
見
極
め
て
地
上
的
、
肉
感
的
イ
メ
ー
ジ
を
 豊
 か
に
展
開
し
て
行
 き
 乍
ら
、
な
お
か
う
そ
れ
自
体
が
 、
そ
 の
 イ
メ
ー
ジ
の
ま
ま
 

神
秘
的
雰
囲
気
と
は
、
単
に
こ
の
「
 傲
 れ
た
」
肉
的
 俗
 世
を
捨
て
て
聖
な
る
世
界
に
飛
翔
 し
 去
る
と
い
う
現
世
 拒
 否
 的
な
神
秘
性
で
は
な
 

な
 い
 に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
詩
は
 、
 或
る
種
の
神
秘
性
の
 効
果
を
醸
し
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 し
 か
も
、
彼
の
詩
の
も
つ
 

え
て
い
る
。
全
て
の
も
の
が
光
耀
に
包
ま
れ
て
い
る
よ
 う
に
見
え
、
あ
る
神
秘
的
リ
ア
リ
テ
ィ
が
 、
 ・
・
 

，
 
…
全
く
人
 間
 的
で
あ
る
地
平
 

流
を
保
っ
て
 

・
し
 
、
る
 
@
6
-
4
 
 

」
 、
 ま
た
、
「
神
秘
的
な
出
来
事
を
 肉
体
の
言
葉
で
述
べ
る
こ
と
は
、
他
の
仕
方
で
は
達
せ
ら
 れ
 ぬ
か
も
し
れ
た
 

@
 テ
 
ィ
 

-
 
が
 "
 

実
性
の
鮮
明
な
効
果
を
与
え
る
」
等
と
評
さ
れ
る
所
以
 で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
 
ョ
ハ
 不
の
詩
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
イ
メ
ー
 ジ
は
 新
鮮
で
、
濃
密
、
と
き
に
は
官
能
的
で
さ
え
あ
り
 乍
ら
、
し
か
も
 

ら
が
常
に
、
ふ
し
ぎ
に
透
明
な
爽
や
か
さ
の
中
に
包
㌢
 れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
、
神
秘
的
な
用
語
や
 ィ
メ
 ｜
ジ
を
 
一
切
使
っ
 て そ い と 

い れ 現 半文 

②
）
、
中
期
（
③
）
、
最
終
期
（
④
）
に
 は
ば
 対
応
し
 て
い
よ
う
。
）
 

は
 牧
歌
的
恋
愛
 詩
と
 見
え
る
情
景
を
描
ぎ
つ
っ
も
 、
そ
，
 」
に
味
わ
れ
る
 

@
 
耶
 @
 

も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
あ
る
気
韻
が
こ
れ
ら
の
 詩
句
に
は
充
ち
 こ

れ
ら
を
通
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
 ょ
う
 に
 字
 義
 的
に
 

「
ポ
 エ
 ジ
ー
」
は
 、
 既
に
何
ら
か
の
意
味
で
 ゐ
 
本
数
的
、
神
 私
的
な
 

て
い
て
、
そ
れ
ら
に
、
同
時
に
人
間
的
で
且
つ
 神
 的
な
意
 味
 を
与
 

尖
 暗
夜
目
第
六
１
人
 達
 ）
 

 
 

（
 之
 0 の
す
 0
0
 

の
 0
 仁
 Ⅰ
が
さ
・
 日
 二
）
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

こ
れ
ら
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
 詩
行
 中
で
も
特
に
美
し
い
部
分
で
 あ
る
が
、
（
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
魂
の
神
へ
の
一
致
 の
道
の
、
初
期
（
 
0
 



ら
れ
た
ポ
 エ
 ジ
ー
と
言
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
 
=
=
 

ロ
 
ね
 ば
ポ
エ
ム
を
生
み
出
す
ポ
 
エ
 ジ
ー
と
、
ポ
エ
ム
に
よ
っ
 
て
 生
ま
れ
る
 ポ
ヱ
ジ
｜
 

と
し
て
二
様
に
考
え
ら
れ
た
ポ
 
エ
 ジ
ー
は
、
わ
れ
 
わ
れ
が
そ
れ
を
捉
え
る
視
角
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
 

あ
っ
て
、
そ
の
内
容
に
 

於
て
は
本
来
一
つ
の
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
 

う
し
 た
ポ
ヱ
 ジ
ー
が
、
詩
人
を
詩
作
へ
と
促
す
一
つ
の
「
 

力
 」
 の
よ
う
に
詩
人
に
よ
っ
 

（
 
穏
 @
 

て
 望
み
見
ら
れ
、
或
は
寧
ろ
詩
人
に
臨
み
来
る
と
 

き
 、
 ポ
 ヱ
 ジ
ー
は
霊
感
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
と
な
る
の
 

で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
詩
の
捉
 

ボ
 @
 
ジ
 @
 
 え
方
は
、
ヨ
ハ
ネ
自
身
の
 

、
 詩
 に
対
す
る
考
え
方
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
 

、
 そ
の
「
讃
歌
口
（
 
註
 

解
 ）
の
序
文
に
こ
 
う
 記
し
て
い
る
 
0
 「
…
・
・
・
こ
れ
ら
の
歌
 

は
、
 神
の
愛
の
何
ら
か
の
熱
情
を
以
て
 
n
0
 
コ
 の
俺
 
か
目
漱
 
宅
 o
q
 
ま
 し
ざ
の
書
か
れ
 

て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
ま
す
：
・
・
・
・
そ
し
て
こ
の
神
の
知
 

と
 愛
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
動
か
さ
れ
て
 
ぎ
 （
 
0
 「
 
ヨ
注
 P
 せ
 ヨ
 0
 
丘
す
 い
る
魂
は
 
、
 

何
ら
か
の
形
で
こ
の
 再
 
神
の
知
 と
 愛
と
 リ
 同
じ
だ
け
の
 
豊
か
さ
と
激
し
さ
と
 
注
 ピ
コ
 
隼
舘
お
 
了
せ
 @
 
ヨ
づ
 
の
（
 
C
 を
、
 そ
 の
 言
葉
 紐
由
 の
の
 
田
 
Ⅱ
の
中
 

に
 注
ぎ
入
れ
る
の
で
す
 @
9
@
 

・
・
・
 

4
 
 

0
 
」
 そ
し
て
、
こ
の
歌
の
内
 
容
 で
あ
る
愛
の
事
柄
を
言
葉
 
憾
 3
%
 お
な
 以
て
記
述
 9
 目
 ぎ
 与
す
る
こ
と
は
 

で
き
な
い
の
で
、
理
論
（
 
P
N
o
 

コ
 に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
 
説
 明
色
お
 守
尽
 （
す
る
よ
り
は
、
様
々
な
詩
的
形
象
を
以
て
 

、
「
自
分
の
感
じ
て
い
る
 

@
 
㏄
 @
 

も
の
を
い
く
ら
か
で
も
溢
れ
さ
せ
、
霊
の
豊
か
さ
 

笘
す
け
口
 

計
冑
 田
か
ら
秘
密
や
秘
 
義
お
宰
痒
 0
 
の
 せ
日
 ～
の
（
の
 

臣
 0
 
の
 を
 注
ぎ
出
す
丘
の
（
（
の
 

旦
 

@
 
如
 
@
 
）
 

の
だ
と
言
 う
 。
そ
し
て
そ
う
し
た
歌
は
 

、
 読
む
者
の
「
 魂
 の
 内
に
 、
 愛
と
愛
清
 い
ヨ
 
0
q
 

せ
の
か
の
 

木
コ
の
 
効
果
を
生
じ
 さ
せ
る
」
の
で
あ
る
。
  

 

ヨ
ハ
ネ
は
こ
こ
で
、
自
分
の
詩
が
 

、
 或
る
意
味
で
神
か
ら
 
「
霊
感
」
を
以
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 

認
め
て
い
る
よ
う
で
 

詩
人
 

 
 

，
神
の
魂
の
内
に
愛
の
助
果
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
 

嫁
 
あ
る
。
彼
の
詩
は
「
神
の
愛
と
知
」
に
よ
っ
て
 

教
 

 
 

 
 

詩
作
 

だ
 @
 ロ
 
ム
 
叩
に
 
、
 言
わ
ば
 先
 在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
詩
人
に
 

ボ
 =
@
 
掴
ま
れ
る
、
或
は
寧
ろ
詩
人
を
掴
む
こ
と
に
よ
っ
て
 、
詩
 大
 な
し
て
詩
を
産
み
出
 

杓
 せ
る
も
の
、
 己
 ㎡
自
身
を
詳
 網
肝
 と
し
て
、
失
体
聖
言
 Ⅰ
葉
の
う
ち
に
実
現
せ
し
め
る
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
と
 し
て
 ポ
ヱ
 ジ
ー
を
考
え
 

 
 

る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
詩
作
品
の
言
葉
の
構
成
の
 効
果
と
し
て
の
 ボ
ヱ
 ジ
ー
に
対
し
て
、
詩
人
の
「
霊
感
 」
の
内
容
と
し
て
考
え
 



の
 「
霊
感
」
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
作
品
と
し
て
自
ら
 を
 現
実
化
し
よ
う
と
の
志
向
を
持
っ
た
も
の
（
 ポ
ェ
ジ
 l
 ）
が
ヨ
ハ
ネ
に
与
え
 

ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
際
に
美
し
い
詩
作
品
へ
と
 言
 葉
を
刻
み
つ
っ
現
実
化
し
て
行
く
こ
と
自
体
を
肯
 ぅ
 も
の
 を
も
、
彼
に
何
な
か
の
 

形
で
与
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
神
の
愛
」
は
 、
 詩
を
作
る
こ
と
を
彼
に
育
っ
た
 の
で
あ
る
。
す
な
わ
 

ち
 、
霊
感
と
は
、
「
 詩
 」
の
存
在
す
る
領
域
そ
の
も
の
 を
 肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

た ③ に 1 て ・ 態   
詩 心 ょ か し か る 同 

丘 。手と -@ 、 ま 言 @ 守よ、 @ 彼 の 

神 ョ の 領     
秘 " 詩 域 

し、 的な 行 う。 くも て 

  居、 じ 感 く こ 吐咀 

と ネ の 想 か 覚 ェ の 

は が テ ョ ま寸 

  そ ク ハ 
  

ョ の ス ネ   て 
    

秘 
よ 

は 神こげ 秘 
  

@ 
族 称 ; で 教 
て   : は 説 る 宙 Ⅱ コ 。   
" 修スな の   

  
まさ 行すく説 の " "  く クナ 。 - 
に 実 彼 と 

    
隣 践 の こ 

    

接 の 詰 ろ   で、 
し 果 作 と 

て て 行 そ 亡しで めあ 隼 の 

い に 為 の 
自 

十 た っ 田 ら 

る 、 全 詩 字 霊 た ㊧ の 

の そ 体 の 架 感 。 」 詩 
で の に 世 の の そ と の 

あ 神 津 界 ョ 内 し は 「     
る 希 休 日 の ハ 案 て     

。 経 し 美 ネ、 だ こ 元 エ 
そ 験 な し の と の に   
し 白 げ さ 押ふす 披 見   

秘 弄る 造 た 
  

て体ねめ 、 の ば矛 主 。 な 初 通 の 

り、 内 盾 そこ なら 沈黙 、 
詩 ぎこ 愛 魂 

容 
で の た こ 

人 中 い の 0% れ 女 ヨ二 と 

を、 

切 か 。 問 世ブ は の 神 
な ら 題 界 端 徹 と 

の 最 ワ @ し と 駒 底 の 
神 「 

は 初   の た 的 間 
先 に 定 友 子 否 め 

の愛 

と 

に 発 の 

述 し 回   ね 」 
べ た 
ナ " し @@ ア口 = 

答 と 

を 呼 離 」を 支配し ある ょ 要請す ん 
  ヨ葉 聲 て ぅ る 否 で、 

  る い に 神 宝   
ナ， Ⅰ る も の 的 る 

誇 っ め 最 忠 愛 に の 
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-
 
㏄
 @
 

な
 否
定
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
根
本
的
な
肯
定
を
目
ざ
 し
て
の
否
定
で
あ
る
の
で
、
そ
の
限
り
で
ほ
、
「
距
離
」
 の
 肯
定
で
あ
る
詩
は
神
 

私
 に
接
続
す
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
肯
定
が
「
 詩
 」
と
し
て
作
品
化
さ
れ
る
必
然
性
は
全
く
な
い
。
 ョ
ハ
 子
 が
詩
人
と
な
っ
た
の
 

れ
は
、
彼
の
神
秘
経
験
自
体
が
本
質
的
に
「
詩
的
」
で
 

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
彼
が
偶
々
、
「
天
賦
の
」
 詩
 オ
 を
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
 

 
 

と
 

 
  
 

 
 

稼
 

言
う
他
は
な
い
。
 

神
髄
か
に
、
「
距
離
」
は
 、 或
る
次
元
で
は
肯
定
 さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
・
神
の
自
由
 

音
 釜
山
に
 よ
る
創
造
と
、
 
神
 た
る
キ
リ
㎎
 

 
 

し
か
ら
ば
、
ヨ
ハ
ネ
の
詩
の
存
在
す
る
領
域
と
は
ど
こ
 で
あ
る
の
か
。
 

ま
ず
、
詩
は
、
言
葉
を
素
材
と
し
て
成
立
す
る
。
言
葉
 と
は
、
或
る
種
の
被
造
物
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
ヨ
ハ
ネ
 は
こ
こ
で
は
、
 
被
吐
迫
 

物
の
存
在
す
る
領
域
自
体
を
愛
し
、
肯
定
し
て
い
る
の
 で
あ
る
。
言
葉
へ
の
 変
 な
く
し
て
、
ど
う
し
て
言
葉
を
美
 し
く
刻
ん
で
行
く
こ
と
 

が
で
き
ょ
 ぅ
か
 。
 

し
か
も
、
彼
の
詩
 は
 、
男
女
間
の
愛
の
成
就
と
い
う
一
見
 極
め
て
地
上
的
・
被
造
物
的
テ
ー
マ
と
イ
メ
ー
ジ
を
用
 い
な
が
ら
、
な
お
か
 

つ
 、
そ
の
詩
的
効
果
に
よ
っ
て
、
神
秘
経
験
の
 、
 神
の
愛
 0
 世
界
の
気
韻
を
、
そ
の
ポ
 エ
 ジ
ー
と
し
て
実
現
し
て
 い
る
。
少
く
と
も
、
 
そ
 

う
し
た
世
界
に
向
け
て
開
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
 彼
 の
 詩
は
、
か
の
神
と
 魂
 と
の
間
に
横
た
わ
る
「
距
離
」
 

全
体
を
 、
 ポ
 
エ
 ジ
ー
の
 

 
 

ポ
 
ヱ
ム
へ
の
具
体
化
と
し
て
そ
の
射
程
に
含
み
つ
つ
、
 

か
 つ
、
詩
 と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
 距
 離
 」
自
体
を
肯
定
し
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
詩
作
は
、
か
の
「
距
離
」
自
体
の
 、
仲
介
的
肯
定
の
行
為
で
あ
る
、
と
で
も
言
え
よ
う
。
 

 
 

2
 
 
詩
と
 神
秘
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
経
験
と
そ
 
の
 詩
作
と
の
間
に
、
必
然
的
な
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
 

  

詩
 そ
の
も
の
の
外
に
あ
る
何
ら
か
の
神
秘
経
験
を
前
提
 し
 、
そ
れ
に
依
存
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
 
。
彼
の
詩
が
生
貝
 重
 な
の
 

は
 、
そ
れ
の
志
向
す
る
神
秘
経
験
自
体
の
価
値
 故
 な
の
で
 は
な
く
、
詩
作
品
自
体
の
詩
的
、
美
的
完
成
度
に
よ
る
  
 

 
 

一
方
、
彼
の
説
く
神
秘
教
説
も
必
然
的
に
詩
（
 作
 ）
に
 行
 き
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
彼
の
神
秘
・
修
行
は
 

「
距
離
」
の
単
純
 



ヨ
ハ
ネ
の
詩
作
活
動
は
 、
 彼
の
神
秘
教
 説
 と
少
く
と
も
 矛
 

 
 

宿
 す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
神
と
世
界
と
の
 距
 離
 関
係
自
体
の
 、
 
（
 否
 

定
を
介
し
た
）
肯
定
で
あ
り
、
そ
し
て
何
事
か
の
肯
定
 は
そ
の
も
の
へ
の
愛
を
 、
 更
に
言
葉
を
産
み
出
す
蓋
然
性
 が
 極
め
て
大
き
い
。
 
そ
 

し
て
、
そ
う
し
た
言
葉
の
様
態
は
様
々
な
も
の
で
あ
り
 得
よ
う
が
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
理
論
の
開
陳
と
か
事
態
の
 描
写
で
あ
る
 よ
 り
は
、
 

 
 

-
 
又
 ）
 

先
ず
根
本
的
に
は
、
そ
の
肯
定
さ
る
べ
 き
 事
態
自
体
へ
 
の
 讃
美
、
讃
嘆
の
言
葉
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
讃
美
 の
こ
と
ば
と
は
、
そ
の
 

対
象
自
体
の
美
し
さ
を
 ぅ
 P
 す
か
に
、
そ
れ
自
体
美
し
 い
も
の
と
な
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
 、
讃
美
の
舌
口
薬
 は
、
美
 

し
い
言
葉
、
詩
の
舌
口
 葉
 に
接
近
し
て
い
こ
 
う
 。
こ
の
 眼
 り
で
は
、
神
秘
 家
 た
る
ヨ
ハ
ネ
が
詩
人
で
も
あ
っ
た
蓋
然
 性
は
十
分
に
大
き
い
。
 

し
か
し
、
こ
う
し
た
捉
え
方
は
あ
く
ま
で
一
般
的
な
も
 の
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
に
 放
 る
 詩
と
 神
秘
と
の
関
係
の
最
も
 特
徴
的
な
点
は
 、
そ
 

@
 
㏄
 @
 

の
神
秘
教
説
の
場
合
と
同
じ
く
、
彼
が
単
に
詩
人
と
い
う
 ほ
 と
ど
ま
ら
ず
、
他
な
ら
ぬ
「
 愛
 」
の
詩
人
で
あ
っ
た
 と
い
う
点
に
見
る
こ
と
 

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
 

3
 
 愛
の
類
比
先
に
（
 一
 １
 3
 ）
 ョ
ハ
 不
の
神
秘
教
 説
の
根
幹
に
あ
る
思
想
を
 、
 神
の
愛
と
し
て
、
更
に
 、
人
 と
 神
と
の
愛
の
等
し
さ
 

と
し
て
捉
え
て
お
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
愛
は
ど
の
 ょ
 う
 な
性
質
の
愛
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
神
が
神
を
愛
す
る
 愛
 と
同
じ
質
の
愛
と
ま
 

で
 言
わ
れ
た
か
ら
に
は
、
所
謂
地
上
的
、
人
間
的
な
 愛
 と
は
全
く
異
質
の
 、
 全
く
超
自
然
的
な
愛
で
あ
る
と
も
 考
 え
ら
れ
よ
 う
 。
し
か
し
 

@
 
㏄
 @
 

ヨ
ハ
ネ
は
例
え
ば
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
の
よ
う
に
 

愛
 を
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
は
し
な
 い
 0
 魂
の
常
な
る
念
願
 

で
あ
る
「
神
の
愛
の
完
成
」
は
、
「
神
の
神
へ
の
愛
の
純
 粋
 さ
と
完
全
さ
 
笘
お
ぶ
 
せ
つ
の
「
片
の
 

c
c
 

器
 コ
を
以
て
神
 を
 愛
す
る
 よ
う
 に
な
る
 

 
 

 
 

な
る
の
で
は
な
い
 0
 被
造
物
へ
の
 愛
 と
神
へ
の
 愛
 と
の
 違
い
は
、
そ
の
対
象
 

ス
ト
・
イ
ェ
ス
の
受
肉
の
教
理
を
有
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
 世
界
観
、
人
間
観
か
ら
来
る
必
然
で
あ
る
。
創
造
が
あ
 れ

ば
終
末
が
あ
り
、
 
堕
 

4
 

罪
 が
あ
れ
ば
 蹟
罪
 が
あ
る
。
死
が
あ
れ
ば
復
活
が
あ
る
。
 

そ
し
て
こ
の
 
壇
 罪
や
復
活
は
、
こ
の
世
を
隔
絶
し
た
 神
 へ
の
単
な
る
没
入
的
還
の
 

 
 

 
 

帰
 で
は
な
く
て
、
こ
の
世
界
そ
の
も
の
の
存
在
の
 
、
 神
へ
 0
 本
来
の
関
わ
り
の
中
で
の
肯
定
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
 た
 点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
 



え
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
 0
 そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
 、
神
 ぬ
愛
 と
世
俗
的
な
愛
の
間
に
何
ら
か
の
同
質
性
、
連
続
 性
を
見
て
い
た
か
ら
こ
 

そ
、
 彼
は
牧
歌
的
な
恋
愛
の
三
口
薬
 
や
 イ
メ
ー
ジ
や
特
性
 を
、
魂
と
 神
と
の
愛
の
あ
り
様
を
表
現
す
る
素
材
と
し
て
 用
い
得
た
の
で
あ
る
。
 

計
 
男
女
間
の
、
と
か
、
神
と
魂
の
、
と
か
の
限
定
 以
 朋
の
 「
 愛
 」
と
い
う
言
葉
は
 、
 決
し
て
或
る
神
秘
経
験
の
 警
嚥
的
 表
現
な
の
で
は
な
 

と
 

寡
い
 。
愛
は
、
神
秘
経
験
の
内
容
自
体
で
あ
る
。
 

秘
 

神
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
意
味
で
も
、
愛
の
等
し
さ
 俺
 「
 
@
a
 

乙
も
鰍
り
目
 

0
 （
と
い
う
こ
と
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
最
も
中
 心
的
な
思
想
で
あ
る
と
主
張
 
15@ (15) 

た 描 
ぞ る 写 

L 神 に 
て に は 見 
重 棄 殆 
要 て ど   
な ら 世 
の れ 俗 
は た 的 

、 女 恋 
ヨ 性 愛 
ハ の ， L 、 

ォ 純 理 
が ;  望 の 
"  し @"  @  キ " 日 

う も 摘   
た て 区 
言 お 別 

い方 
な ま し 
し た も 

て いにが 逆の 、 
る " 多 
の 神 い 

はの "  愛 し 、 繍 - 
彼 に 『 

ガ ;  角虫 暗 
魂 れ 夜 
と 得 ヒ 
神 た に 
と と 於 
め ぎ る 
愛 の 霊 

を 歓 の 
男 び 暗 
支 は 夜 
間 恋 の 
の の 苦 
変 成 し 

に 就 み 
寓、 の の 

意 、 歓 記 
的 喜 述 

@4@ にな 6 
ぞ る 絡恋 
ら 。 @  人 

と
、
純
度
、
完
成
度
の
違
い
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
 

、
、
、
、
・
 

ョ
 ハ
ネ
 は
被
造
物
へ
の
愛
を
、
そ
の
愛
の
質
故
に
断
罪
す
る
 こ
と
は
な
く
、
被
造
物
 

間
の
 、
 特
に
男
女
の
間
に
通
用
す
る
の
と
同
じ
「
愛
の
 捉
 」
に
 、
 神
の
愛
も
ま
た
従
 う
 の
で
あ
る
。
た
だ
、
愛
の
 対
象
が
神
で
な
い
こ
と
 

@
 
甜
 @
 

が
 神
と
の
愛
に
 よ
 る
一
致
を
妨
げ
る
故
に
、
な
ぜ
 な
ら
、
「
二
つ
の
相
反
す
る
傾
向
は
 、
 
一
つ
の
基
体
に
共
 
存
し
た
な
 
い
 」
か
ら
 

こ
れ
を
 律
 げ
る
の
で
あ
る
。
「
…
・
・
・
官
能
お
 コ
と
 が
 宙
宙
ゅ
 
年
が
か
く
も
の
欲
求
の
渇
望
 曲
コ
 
の
ぎ
の
を
以
て
 、
感
 覚
的
 事
物
に
引
き
つ
け
 

 
 

ら
れ
、
動
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
し
霊
的
部
分
 が
 霊
的
な
も
の
へ
の
別
の
よ
り
大
き
な
渇
望
 笘
已
 ぎ
の
に
 よ
 つ
て
燃
え
上
っ
て
 
い
 

-
 
㏄
 @
 

も
の
で
な
い
な
ら
、
自
然
の
荻
に
打
ち
克
つ
こ
と
も
、
 

，
 
」
の
感
覚
の
夜
に
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
」
と
言
わ
れ
 
る
の
は
、
神
へ
の
 愛
と
 

感
覚
物
へ
の
 愛
 と
の
対
象
の
違
い
を
主
張
し
て
い
る
の
 

、
 、
、
 

で
あ
っ
て
 、
 寧
ろ
二
つ
の
愛
の
質
的
同
一
性
を
前
提
と
し
 て
い
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

か
く
て
、
ヨ
ハ
ネ
の
説
く
神
の
愛
と
、
魂
の
被
造
物
へ
の
 愛
 、
特
に
男
女
間
の
愛
と
の
、
愛
の
同
質
性
を
主
張
し
 ぅ
 る
と
思
わ
れ
る
。
 

@
 
㏄
 -
 

こ
の
同
質
性
の
故
に
彼
は
、
そ
の
基
本
的
神
学
理
解
を
世
 俗
 的
な
愛
の
用
語
で
語
り
得
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
 

主
 に
 
「
讃
歌
口
（
註
解
）
 

に
 於
て
、
男
女
間
の
恋
愛
を
 、
魂
と
 神
と
の
愛
の
根
本
塁
 
巨
楡
 と
し
て
採
用
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
 

日
讃
 歌
ヒ
等
で
の
魂
の
心
理
 



不
の
神
秘
教
説
の
最
も
根
本
的
な
立
場
で
あ
り
彼
の
神
 秘
経
験
の
内
容
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
 
（
一
一
節
 

末
 ）
 ョ
ハ
 ・
 
ネ
 の
 

「
類
比
」
の
関
係
と
は
、
そ
の
完
全
さ
の
度
合
は
異
っ
て
 
も
 質
的
に
は
連
続
し
た
愛
の
同
質
性
、
と
い
っ
た
意
味
 で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

こ
の
被
造
物
の
愛
は
、
本
来
何
に
も
増
し
て
愛
す
べ
 き
神
 自
身
に
向
げ
ら
れ
る
と
 き
 、
単
な
る
質
的
連
続
性
か
 ら
、
 
神
の
愛
と
の
完
全
 

@
 
㏄
 -
 

な
 相
互
性
と
し
て
の
愛
の
等
し
さ
へ
と
浄
化
さ
れ
て
 行
 く
べ
き
、
ダ
イ
ナ
ミ
 ，
ク
な
 性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

ン
ス
・
ウ
ル
ス
，
フ
ォ
 

ン
 ・
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
 
、
ョ
 
ハ
不
の
詩
に
就
 
て
 、
「
観
相
 ゅ
 者
は
、
神
の
美
を
、
そ
し
て
そ
の
神
の
美
に
於
て
こ
の
 世
の
美
を
 、
 見
る
ば
か
 

ア
ナ
 
@
 
ギ
ア
 

@
 
㏄
 @
 

り
で
は
な
い
 
0
 彼
は
、
こ
の
 瞬
 視
に
於
て
 、
 言
わ
ば
 存
 在
の
類
比
を
見
る
の
で
あ
る
」
と
言
 う
 。
こ
れ
は
、
確
か
 に
 ヨ
ハ
ネ
自
身
も
言
っ
 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
@
8
@
6
 
 

し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
の
根
本
的
立
 場

は
 、
知
性
の
扱
 う
 形
而
上
学
の
領
域
の
事
柄
で
あ
る
 存
 在
の
類
比
と
言
う
よ
り
 

は
、
 寧
ろ
「
意
志
に
関
わ
る
実
践
の
領
域
の
事
柄
で
あ
 る
 愛
の
類
比
、
更
に
は
愛
の
等
し
さ
、
 

と
 言
 う
 方
が
ふ
さ
 わ
し
い
。
ヨ
ハ
ネ
は
 、
 

形
而
上
学
者
で
あ
る
よ
り
も
、
ま
ず
、
神
の
愛
の
実
践
 者
で
あ
っ
た
。
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
主
義
の
全
て
は
、
人
間
が
 ど
こ
ま
で
純
粋
に
 、
完
 

至
に
 、
 
（
神
を
）
愛
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
実
践
的
 
探
究
な
の
で
あ
っ
た
。
 

3
 
 十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
 詩
 

こ
の
 ょ
う
 に
 、
 愛
の
等
 し
さ
、
或
は
愛
の
等
し
さ
を
志
向
し
つ
つ
あ
る
愛
の
類
比
 と
い
う
こ
と
が
、
 
ョ
ハ
 

@
 
㏄
 -
 

ヨ
ハ
ネ
に
於
て
は
、
言
わ
ば
「
愛
の
類
比
」
の
考
え
が
、
 

そ
の
神
秘
教
説
の
根
底
に
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
た
 い
 。
但
し
こ
こ
で
は
、
 

し
え
 よ
 う
 。
但
し
こ
こ
で
は
、
神
の
愛
と
魂
の
愛
と
の
等
 し
さ
で
は
な
く
し
て
、
神
的
 愛
 と
世
俗
的
 愛
 と
の
同
質
 性
の
意
味
で
あ
る
。
 勿
 

こ
れ
ら
の
愛
の
完
全
な
同
質
性
を
認
め
る
こ
と
は
 で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
、
そ
の
「
純
粋
さ
と
完
全
性
 

に
 於
て
」
 大
 ぎ
く
隔
っ
て
 

お
り
、
特
に
愛
の
対
象
が
人
間
を
含
め
た
被
造
物
で
あ
 る
と
き
に
は
、
「
愛
は
愛
す
る
者
を
愛
の
対
象
に
似
た
も
 の
に
す
る
」
の
で
あ
る
 

か
ら
、
そ
の
 愛
 自
体
も
被
造
物
が
本
性
的
に
有
す
る
 愛
 に
な
っ
て
行
か
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
愛
は
、
被
造
物
が
「
 不
完
全
」
 な
 存
在
者
で
 

あ
る
と
言
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
不
完
全
な
 愛
た
 ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
被
造
物
の
「
存
在
 」
の
不
完
全
さ
、
複
合
 

性
と
、
 神
の
「
存
在
」
の
完
全
さ
、
単
純
性
と
の
間
の
 関
係
を
「
存
在
の
類
比
」
と
し
て
捉
え
得
る
と
す
れ
ば
、
 そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
、
 

く l6) 16 
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る
の
で
あ
る
。
被
造
物
と
神
と
の
間
の
「
距
離
 

-
 
の
否
定
 

的
 
克
服
を
要
請
す
る
神
の
愛
が
、
地
上
的
・
被
造
物
的
 

な
 
恋
愛
と
の
間
に
 

、
愛
 

の
 
類
比
、
愛
の
等
し
さ
な
る
関
係
を
、
か
の
「
距
離
」
を
 

貫
い
て
有
す
る
が
故
に
、
「
距
離
」
の
仲
介
的
肯
定
 

た
 
る
 
詩
は
、
そ
の
関
係
自
 

体
 を
う
つ
し
と
る
こ
と
に
於
て
、
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
 

る
 
。
 

  

  

 
 

的
な
愛
の
雰
囲
気
を
 

、
 
彼
の
詩
の
ポ
 

エ
 
ジ
ー
と
し
て
、
 

感
 
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
詩
の
鑑
賞
と
し
て
 

は
 
、
お
そ
ら
く
そ
れ
で
 

十
分
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
更
に
そ
こ
に
、
 

ョ
ハ
 

不
の
神
秘
主
義
の
特
質
を
も
読
も
 

、
、
、
、
、
 

う
 
と
す
る
な
ら
ば
、
 

そ
 ぅ
 
し
た
神
秘
的
 

愛
 
が
地
 

上
的
 
恋
愛
の
感
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
以
て
歌
わ
れ
て
い
る
，
 

」
と
自
体
に
 

、
 再
び
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
 

、
 
彼
の
全
神
秘
教
 

読
め
 

原
理
で
あ
り
根
本
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
愛
の
等
し
さ
と
 

い
う
こ
と
自
体
が
、
一
個
の
詩
作
品
と
し
て
、
被
造
物
た
 

る
 
言
葉
の
う
ち
に
、
 

定
 

着
、
実
現
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ょ
 

う
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

行
為
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
う
つ
す
と
し
 

の
は
。
 

、
 
、
、
 
、
、
 

ぅ
 
単
に
 

描
く
こ
と
で
は
な
い
。
「
描
く
」
言
葉
は
 

、
 
描
か
れ
る
 

対
 
象
を
指
示
す
る
指
標
、
 

な
い
し
記
号
と
し
て
の
性
格
を
も
と
 

う
 
。
そ
う
で
は
な
 

く
、
ョ
ハ
 

子
の
詩
は
、
「
神
の
愛
」
こ
れ
は
、
既
に
 

述
べ
た
通
り
、
被
造
物
 

17@ (17) 

詩
の
世
界
と
神
秘
教
 説
 と
の
表
面
上
の
矛
盾
は
 、
 或
る
 程
度
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
ヨ
ハ
ネ
の
詩
は
単
な
 る
 感
覚
的
世
界
の
 イ
メ
 

 
 

な
く
し
て
、
愛
を
 、
 神
の
愛
と
同
質
で
あ
る
限
り
で
の
 被
造
物
の
愛
を
歌
わ
ん
 

と
し
た
の
で
あ
る
。
 
随
 か
に
神
の
愛
は
感
覚
的
世
界
へ
の
 愛
好
を
否
定
し
、
故
に
そ
の
愛
を
感
覚
的
世
界
の
 ィ
メ
 ｜
ジ
を
 以
て
直
接
に
描
 

く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
愛
は
地
上
的
 愛
と
 「
類
比
」
的
に
同
質
で
あ
る
限
り
に
於
て
、
花
嫁
と
花
婿
 の
愛
 と
し
て
感
覚
的
 イ
 

メ
ー
ジ
を
以
て
歌
 う
 こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
 ョ
ハ
 不
の
詩
は
、
字
義
的
レ
ベ
ル
で
そ
う
し
た
恋
愛
を
歌
い
 つ
つ
、
そ
こ
に
 
ポ
ェ
ジ
 

 
 

｜
 と
し
て
の
神
的
愛
を
言
葉
の
作
品
の
う
ち
に
定
着
さ
 せ
る
こ
と
で
、
こ
の
愛
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
同
質
性
自
体
 を
 、
う
つ
し
と
っ
て
 い
 



ミ
生
 

（
 1
 ）
 

ハ
 2
 ）
 

俗
名
フ
ア
ン
・
 
デ
 ・
 イ
 エ
ペ
 ス
 
）
 
u
a
 

コ
年
の
ぺ
の
も
の
の
。
十
字
架
の
 

ョ
 ハ
不
）
 零
 コ
音
写
 り
 「
 
u
z
 は
、
跣
足
カ
ル
メ
ル
会
に
 放
 る
 修
道
名
。
本
稿
 

で
は
、
以
下
、
ヨ
ハ
ネ
と
す
る
。
 

十
字
架
の
 
ョ
ハ
 子
は
、
一
五
四
二
年
、
カ
ス
テ
ィ
 リ
 ヤ
北
西
部
 の
 或
る
小
村
に
生
ま
れ
た
。
 

三
 一
歳
で
観
想
生
活
を
旨
と
す
る
 修
道
会
カ
ル
メ
 

ル
ム
五
に
入
る
が
、
サ
ラ
マ
 
ソ
ヵ
 大
学
に
学
ぶ
間
に
、
当
時
の
緩
 和
さ
れ
た
会
則
に
あ
き
足
ら
ず
 イ
ヱ
ズ
ス
 
の
 聖
 テ
レ
ジ
ア
の
 
起
 し
た
 カ
ル
メ
ル
 

会
 改
革
運
動
に
参
加
、
そ
の
過
程
で
、
三
五
歳
の
と
き
に
改
革
 反
対
派
の
手
で
誘
拐
さ
れ
、
八
箇
月
余
を
ト
レ
ド
で
囚
人
に
等
 し
き
幽
閉
生
活
 

を
 経
験
し
た
。
こ
の
試
練
の
経
験
の
中
で
、
彼
は
突
然
詩
作
を
 始
め
た
。
彼
は
生
涯
を
通
じ
て
僅
か
十
数
篇
の
詩
作
品
を
残
し
 た
に
す
ぎ
な
い
 

が
 、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
 
ヨ
 暗
夜
 
之
 o
n
 
す
 n
 
O
 
の
 c
u
r
a
L
 

、
「
 

舌
 

B
 版
に
依
る
，
 
B
 版
の
真
作
性
を
疑
 う
 学
者
も
少
く
な
い
が
、
 

血
の
讃
歌
の
か
 コ
 （
 
@
C
O
 
 

口
の
 

づ
 @
r
@
t
U
a
l
L
 

、
 q
 愛
の
活
け
る
 烙
 
L
-
a
 
日
 

文
献
学
上
の
諸
議
論
は
本
稿
の
論
述
に
は
直
接
影
響
し
な
い
 筈
 

が
 4
0
 

ト
ロ
リ
 

0
 Ⅰ
 

で
あ
る
。
 

イ
 @
 き
 白
の
三
篇
は
、
し
ば
し
ば
ス
ペ
イ
ン
語
野
情
詩
表
現
の
最
 高
峰
と
評
さ
れ
る
傑
作
で
あ
っ
た
。
ト
レ
ド
の
牢
獄
を
脱
走
 し
た
後
も
、
 
改
 

革
派
 指
導
者
の
一
人
と
し
て
精
力
的
な
活
動
を
続
け
る
 傍
 、
 彼
 は
 上
記
の
自
作
の
詩
に
自
ら
註
解
を
施
す
と
い
う
形
式
で
、
 そ
 の
神
秘
神
学
の
 

著
述
を
行
っ
た
。
一
五
九
一
年
、
四
九
歳
の
と
き
、
改
革
派
内
 部
の
対
立
に
敗
れ
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
僻
地
に
追
放
、
圧
迫
の
強
 ま
る
申
で
急
性
 

の
 熱
病
に
 羅
り
、
 
同
じ
年
の
末
、
迫
害
の
内
に
世
を
去
 う
 た
。
 

ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
神
学
に
関
す
る
主
著
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
，
 （
括
弧
内
は
本
稿
で
の
略
称
）
 

㍉
カ
ル
メ
ル
山
登
 牽
臼
 （
「
 
登
曄
 L
 ）
の
 

E
d
 

ぎ
 p
 
4
 
匹
目
 0
 コ
 宙
の
が
 （
 ヨ
臼
 0
 （
の
・
）
 

㍉
幸
一
正
魂
の
暗
夜
 

b
 尖
 暗
夜
き
 之
 c
n
 
ゴ
 n
O
 お
目
 り
繍
キ
ヒ
ヨ
り
 
（
 
ト
右
 
・
）
 

以
上
の
二
苦
 は
、
 共
に
㍉
暗
夜
目
の
詩
に
註
釈
さ
れ
、
共
に
末
 完
 。
本
来
、
併
せ
て
一
巻
の
書
を
成
す
予
定
で
あ
っ
た
と
思
わ
 れ
る
。
 

口
 血
の
讃
歌
二
言
讃
歌
し
の
か
 
コ
 （
 
@
n
O
 
界
宮
 「
 @
 
（
 
E
p
P
 

（
の
）
 

同
 名
の
詩
に
註
解
。
か
な
り
構
成
の
異
 る
 A
 版
と
 B
 版
 と
が
あ
る
が
 
、
本
稿
で
は
 

「
愛
の
活
け
る
 烙
 目
安
 烙
 b
 ）
「
）
 ハ
ヨ
ぃ
汁
レ
ヨ
 0
 「
 へ
て
ダ
 
（
 
ア
 ）
同
名
の
詩
に
註
解
。
 

A
 坂
と
 B
 版
 と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
 は
 B
 版
に
依
 

（
 魂
 ）
の
神
へ
の
 愛
 て
あ
り
且
つ
神
の
被
造
物
へ
の
愛
で
 あ
る
 1
,
 
と
い
 毎
 
神
秘
 家
 十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
 全
 人
格
に
於
て
実
現
さ
れ
は
 

て
 行
っ
た
事
柄
自
体
を
、
言
葉
の
領
域
に
於
て
実
現
す
る
 も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
或
る
「
人
格
」
が
神
秘
的
、
 な
い
し
宗
教
的
と
言
わ
㊥
 

 
 

 
 

れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
宗
教
的
、
神
秘
的
な
言
葉
で
 あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
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）
 

（
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（
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）
 

（
ノ
片
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る
 。
 

テ
ク
ス
ト
は
、
ル
シ
ニ
オ
・
 

ル
 ア
ノ
神
父
 校
 -
 
訂
の
 
ロ
 ・
 レ
 ・
 の
 
叢
書
中
の
全
集
 
0
 ひ
送
 め
き
い
 a
n
 さ
 a
n
 き
す
 
の
 き
 N
.
 円
 Ⅵ
 
っ
 （
 ト
つ
 
Ⅰ
も
め
 ミ
 
は
 

Ⅱ
 吋
 ～
 
憶
乙
 
心
内
申
 

i
n
@
 

小
コ
 

ぃ
エ
ヱ
 
c
a
-
 
コ
 0
 （
㏄
の
せ
い
 
つ
ホ
 
コ
年
寄
。
の
 
で
 0
 Ⅱ
Ⅰ
由
 り
 田
 @
o
 力
由
 
り
 臣
 0
 （
 
ら
 臼
の
の
の
㏄
 ぃ
 「
が
 
ヨ
 の
目
（
 

0
 ）
・
 

0
.
 

の
・
 

ロ
 ：
 
z
0
 
ぺ
 0
 コ
の
已
年
ざ
 @
 
か
コ
 

（
 
呂
 a
d
 
「
 日
 -
 Ⅱ
 日
 
C
a
 
（
 
ォ
か
 
-
@
e
 

ダ
ド
 の
 づ
 の
）
（
 申
ナ
 
9
 
こ
）
を
 用
 い
、
引
用
、
参
照
に
際
し
て
は
、
 

め
 ・
や
・
の
・
版
の
章
、
節
の
 
み
を
記
し
、
 

負
数
は
略
す
 ，
 

な
お
、
本
稿
は
昭
和
五
十
三
年
度
東
京
大
学
に
提
出
し
た
修
士
 論
文
「
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
研
究
」
で
扱
っ
た
問
題
に
更
に
考
 察
を
加
え
た
 

の
も
で
あ
る
。
 

中
表
題
 文
 。
中
戸
の
版
や
 
4
 の
の
 

魂
 キ
ヨ
曲
は
 、
 神
と
の
一
致
に
 迄
 、
浄
め
ら
れ
、
登
り
行
く
 、
 
ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
教
説
の
主
役
で
あ
る
。
感
覚
の
目
 宙
 Q
0
 と
霊
の
 の
モ
 q
-
 
（
 
E
 
 
と
を
 

含
む
が
、
肉
体
 
ぃ
 G
e
 
る
 o
 と
は
区
別
さ
れ
る
。
 
霊
 
（
精
神
）
は
 更
に
、
知
性
の
耳
当
 臼
ヨ
げ
耳
 0
 、
意
志
 セ
 。
 ざ
コ
団
由
 、
記
憶
 
日
 0
 ヨ
 0
 「
㍗
の
 三
 

能
力
に
分
け
ら
れ
る
。
 

 
 

岡
 「
 
ぬ
 句
も
悪
め
い
く
も
～
「
・
㏄
の
 

ホ
 &
.
 （
 
し
 ・
 ロ
 ・
 ロ
 ・
 ド
 の
の
㏄
）
Ⅰ
 

b
.
 

亜
ト
 

煥
 あ
 

@
.
 の
の
 

の
 ・
Ⅰ
・
 
ト
 Ⅱ
 ｜
ド
 
（
 7
 ）
の
・
Ⅰ
・
Ⅰ
の
 
｜
 Ⅱ
 

ヨ
ハ
ネ
自
身
は
、
勿
論
、
こ
う
し
た
用
語
は
用
い
な
い
。
 

こ
の
克
服
が
す
な
わ
ち
魂
の
浄
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
感
覚
 及
 び
 霊
の
、
能
動
的
及
び
受
動
的
「
暗
夜
」
に
於
て
為
さ
れ
る
。
 ，
 
し
れ
 も
 の
「
 暗
 

の
 
1
1
 
：
お
の
、
「
古
典
的
」
と
評
さ
れ
る
（
 ミ
 ・
 汀
コ
 「
 @
 汁
 
Ⅰ
 

ぃ
 h
.
 
力
 0
 ま
さ
Ⅹ
ハ
 

%
 り
っ
 
ひ
 Ⅰ
ぃ
夫
Ⅱ
 
ぃ
 史
も
さ
心
心
 

目
 
-
0
 
恭
 Ⅰ
 注
 ㌧
 ド
 @
 
さ
も
 
@
 
㌧
 @
 
っ
時
 Ⅰ
Ⅰ
 
ト
 

夜
 」
の
関
係
に
就
て
は
、
拙
稿
「
神
秘
 象
 の
こ
と
は
十
字
 

を
 求
め
て
は
な
ら
ぬ
。
…
…
」
で
は
じ
ま
る
一
連
の
警
句
（
の
 

神
 な
し
に
は
、
い
か
な
る
被
造
物
も
、
一
瞬
た
り
と
も
存
続
し
 

五
｜
 六
頁
）
で
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
い
た
。
 

ハ
 子
の
神
秘
教
 
説
 全
般
に
百
一
 る
 キ
リ
ス
ト
の
意
義
に
就
て
は
、
Ⅰ
 

「
全
て
を
味
わ
う
に
至
る
た
め
に
は
、
何
ご
と
に
も
味
わ
い
を
 求 

ヌ
ぬ
 
「
 亜
 悪
ま
）
・
・
：
・
・
 

ゆ
 ・
 ロ
 ・
や
・
の
 
馬
似
づ
 
㌧
㏄
 0
 目
 
1
 。
 ゆ
の
 
嗣
 

架
 の
 聖
 ヨ
ハ
ネ
の
一
局
面
」
 
宅
 宗
教
研
究
し
二
四
二
号
、
一
九
 

え
ね
 、
と
ミ
ロ
わ
れ
る
。
㌔
・
田
主
 

叩
，
の
 

由
ぎ
 P
 由
 R
 ヘ
鈴
か
 

め
 ぬ
寒
転
も
 
～
 
芯
 v
a
 
～
 
ぬ
 ヴ
ハ
 
つ
 
り
 0
 肚
 ）
キ
リ
ス
ト
 
記
 

戸
握
｜
 二
）
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
 教
 説
の
根
本
原
理
の
端
的
な
表
 

緯
コ
 e
 コ
 ・
 
ま
い
 ㍉
 ざ
 宙
の
の
 
住
コ
億
 Ⅰ
 0
 の
 ひ
 ㌧
 ゴ
 0
.
 の
 ，
ロ
 ・
 ト
 ・
 芭
ぉ
 
㌧
 駄
 Ⅱ
 む
注
 

め
て
は
な
ら
ぬ
。
全
て
を
所
有
す
る
に
至
る
た
め
に
は
、
 何
メ
 

明
 で
あ
る
。
 

述
を
参
照
。
 
ョ
 

⑰
 

八
 0
 年
 、
一
四
 

」
と
に
も
所
有
 

良
き
む
ざ
 窯
 

 
 

 
 

 
 

ト
ぅ
ト
ま
 

Ⅰ
～
 
@
 
～
芯
も
悪
ま
 
馬
い
い
 

Ⅰ
 咀
 ㏄
 田
 ㏄
 め
 Ⅰ
 -
 
ざ
 ～
 く
て
 
Ⅰ
 さ
 も
い
～
ね
 
い
ド
 
Q
@
 
Ⅱ
（
 Ⅰ
ゆ
め
の
・
の
の
「
（
）
 

で
 b
.
 い
下
 
Ⅰ
ー
 い
 ㏄
 ト
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叶
 ）
 
n
h
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の
・
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（
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P
l
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、
 か
 ・
 n
.
 ゆ
１
つ
 
・
 0
 （
 
0
 

2
0
 

 
 

（
㎏
）
知
性
に
対
す
る
意
志
（
 愛
 ）
の
優
位
に
就
て
は
、
 

Q
 
P
 ㌣
 
r
 Ⅰ
 こ
 
n
.
 ト
申
 
・
 
@
.
P
 

Ⅰ
 
P
.
 ザ
 
@
%
 

や
の
（
 

0
 

 
 

 
 

（
 托
 ）
の
・
 

H
.
 

Ⅰ
 三
 .
N
 

 
 

（
 け
 ）
超
え
る
と
は
、
実
践
的
に
は
、
そ
れ
ら
を
 
如
 く
し
て
し
 ま
ぅ
 こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
無
関
心
、
無
執
着
 を
 貫
く
こ
と
で
あ
る
。
 

ぃ
 （
・
の
・
Ⅰ
Ⅰ
 
ト
 
ー
ド
・
の
・
Ⅰ
Ⅰ
（
・
 

い
｜
 Ⅱ
・
の
円
 

い
 

 
 

語
 が
用
い
ら
れ
る
。
㌔
・
 
ぴ
コ
耳
。
押
 
ア
ト
ー
 0
@
 い
 や
Ⅰ
 
ゆ
｜
 P
q
.
r
.
 
㏄
 ｜
 ㏄
 

（
 田
 ）
前
掲
拙
稿
参
照
。
 

（
 刻
 ）
 
0
 
ド
ー
ド
「
ど
こ
に
お
隠
れ
に
な
っ
た
の
で
す
か
・
Ⅰ
 

愛
 す
る
か
た
 ょ
 ・
・
・
・
・
・
」
の
詩
句
へ
の
註
解
。
 

（
四
）
 n
.
N
N
l
.
,
 

の
 ・
（
 餓
 ）
 
n
.
 び
 0
 １
 ）
 

（
㌍
）
の
 
渓
。
プ
 
（
 A
 版
は
こ
の
節
を
欠
く
）
こ
れ
は
ま
た
、
 

「
愛
の
淀
」
 ピ
せ
繍
リ
 ヨ
 0
1
 と
も
呼
ば
れ
る
。
前
掲
 屈
 。
ヨ
ハ
 
コ
 c
e
 べ
 ・
 い
 ㏄
の
 行
 
（
 巴
 

p
.
n
.
 版
づ
の
ゆ
 の
・
）
 

（
 舛
 ）
ヨ
ハ
ネ
の
神
学
の
窮
極
的
原
理
と
し
て
、
「
愛
の
等
し
 
さ
 」
に
注
目
し
て
い
る
の
は
、
 

ナ
 ミ
 リ
 「
 @
 
（
が
 
ぎ
，
さ
 ・
 c
 ～
～
・
 

つ
 つ
 
つ
 っ
 ド
 ー
 べ
 の
の
・
特
に
 づ
 

べ
 の
の
日
及
び
て
 ワ
 
の
 し
 １
 %
 丹
倖
 0
.
.
.
o
E
 

「
 合
 ，
 
n
 岨
が
）
 

@
 
ら
：
 ヨ
 0
 偉
 Ⅰ
 
マ
 0
 コ
ド
 
Ⅱ
の
 目
リ
ピ
 

の
仁
の
田
）
・
曲
ヨ
。
 

宙
 -
 
曲
 Ⅰ
Ⅰ
 
0
 の
の
の
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コ
円
 Ⅰ
の
 
ハ
コ
ら
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-
 が
 い
 Ⅰ
 
0
-
 
パ
こ
 

芭
 ～
 
ま
随
ぬ
め
 
O
Q
x
 
ま
ぬ
 
～
～
～
 

さ
 ～
 
さ
ぬ
め
 

・
 い
 0
.
 ト
の
 
の
の
 
-
 Ⅰ
 づ
ト
 l
,
 
ト
の
 
・
・
Ⅰ
偉
が
 

臣
 ロ
の
 Ⅰ
 0
 ㏄
 
岸
 ㏄
ま
 き
 ブ
 
ル
 0
.
 

の
・
 

ロ
 ・
・
 
、
 
（
Ⅰ
 
0
 が
 ト
づ
ゅ
 

べ
か
 こ
コ
 （
 
0
 ぃ
 0
 コ
ノ
 
0
0
 の
り
 ヨ
 p
 Ⅰ
 ぃ
マ
 

已
の
 
（
 
佳
由
 
-
0
 Ⅰ
 0
 日
立
 せ
 0
 の
 
0
 す
 ㍉
 
0
 コ
 ひ
 -
 
仮
 俺
の
 
ト
 
ロ
が
 
隼
 ら
の
 ド
ヨ
 o
n
,
 
年
 0
P
 が
 
ト
ヨ
 
p
n
0
 
コ
し
 @
o
 
の
ニ
曲
 寸
 ぎ
ま
い
て
浅
羽
 0
Q
 
ャ
 き
夫
「
～
～
～
 

n
Q
 

ぬ
 g
P
 の
 m
m
.
 
Ⅰ
 づ
 ・
㏄
 

l
l
 

円
 0
 の
 

（
 お
 ）
こ
の
言
葉
は
 
ョ
 ハ
不
の
著
作
に
極
め
て
頻
繁
に
使
わ
れ
 る
が
、
魂
の
神
へ
の
愛
の
意
味
の
と
き
と
、
神
の
魂
へ
の
愛
の
 と
き
と
が
あ
り
、
ま
た
 

ど
ち
ら
と
も
決
め
か
 ね
 ら
こ
と
も
多
い
。
 

（
 お
 ）
 
2
.
 コ
 ・
 お
｜
ひ
 ・
 r
.
P
 

ー
の
・
の
（
 

り
 

（
 四
 ）
 
ョ
 ハ
不
の
詩
 
,
 目
 お
も
Ⅰ
 
め
 ～
も
「
 

ぃ
 ～
（
 
0
,
 （
 出
 こ
 ト
 Ⅰ
 0
.
 町
似
づ
 自
め
 ）
参
照
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
人
間
へ
の
愛
を
 
、
牧
 人
の
報
わ
れ
の
愛
の
苦
 

し
み
に
寓
意
し
て
歌
っ
て
い
る
。
 

（
 鶉
 ）
 
0
.
 

の
㏄
 

｜
め
 

（
 杓
 ）
の
・
の
や
ー
 ダ
 
ま
た
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
 円
 至
福
 に
就
て
 

黒
馬
 e
a
 
～
 
由
 u
d
 
～
 
ぉ
 0
 ロ
（
但
し
、
儀
典
）
を
引
い
て
、
「
 

も
し
魂
が
 
、
 神
か
ら
 愛
 

さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
程
に
神
を
愛
し
て
い
る
と
自
ら
感
ず
る
 の
で
な
け
れ
ば
、
か
か
る
段
階
に
達
す
る
 迄
 、
魂
は
満
足
し
な
 い
し
、
 
n
 た
と
 

え
ロ
 天
国
に
於
て
で
も
満
足
し
な
い
で
あ
ろ
う
Ⅰ
（
 日 ぎ
し
 
と
 も
 言
う
。
ま
た
、
の
 ぃ
 ㌣
 ム
 ・の
 
び
 ㌣
 よ
 な
ど
を
参
照
。
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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（
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の
 ・
 援
 「
の
 
コ
り
コ
 o
p
.
 
（
 卍
や
ド
 ㌶
・
ま
た
、
 
C
.
 円
ゴ
 0
 ヨ
枕
 0
 ヨ
。
㌧
 

（
～
～
・
 

b
.
 

の
 の
 

 
 

 
 

肇
 五
の
讃
歌
口
は
、
東
京
な
 
子
 跣
足
カ
ル
メ
ル
会
試
（
ド
ン
・
 ボ
 
ス
コ
 
社
 、
一
九
六
三
年
）
に
依
っ
た
。
他
は
筆
者
の
仮
 訳
 。
 

 
 
 
 

 
 

そ
う
し
た
効
果
が
得
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
上
の
根
拠
を
こ
こ
で
 具
 体
 的
に
提
示
す
る
余
裕
は
な
い
。
 

前
註
 （
 蛆
 ）
の
諸
研
究
を
参
照
 
 
 

）
・
の
三
）
 
-
0
 
コ
 0
 ち
 ・
 ミ
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・
 づ
 ・
 1
1
 

の
・
（
 

仰
 ）
 
r
.
 の
 ユ
由
 Z
e
r
.
 
る
 ・
 n
 田
ワ
駐
 

こ
こ
で
言
う
霊
感
と
は
、
勿
論
、
或
る
種
の
神
秘
家
が
屡
々
 陥
 っ
 た
と
い
う
、
 
半
は
 無
意
識
的
な
自
動
記
述
の
如
 き
 事
態
を
指
 す
の
で
は
な
 

い
 。
彼
の
詩
に
見
ら
れ
る
入
念
な
推
敵
の
跡
は
、
こ
う
し
た
 見
 方
を
明
白
に
否
定
す
る
。
 

n
.
 烹
 -0
 
的
 o
P
.
 

（
㏄
）
 

ひ
崔
 ・
（
 駐
 ）
 
n
.
 づ
 「
 0
 喬
 0 ぃ
 

 
 

ヨ
ハ
ネ
の
詩
作
は
 
、
 彼
に
と
っ
て
霊
的
に
も
試
練
の
時
で
あ
っ
 た
 
ト
レ
ド
の
牢
獄
の
極
限
状
況
の
中
か
ら
突
然
始
ま
っ
た
。
 

 
 

何
も
所
有
し
な
い
の
は
、
全
て
を
所
有
す
る
た
め
で
あ
っ
た
（
 所
証
（
は
）
参
照
）
。
感
覚
的
事
物
も
、
最
終
的
に
は
全
て
肯
定
 
さ
れ
る
に
 至
 

プ
勺
 
。
㌔
・
 
ぴ
目
 H
.
 
篤
｜
メ
 
ハ
 レ
ゆ
ヂ
 。
 
1
 
ト
 ・
 ハ
ソ
 ㏄
や
 
@
9
 
ハ
 ツ
 か
 ア
ー
ト
 

い
 

・
 切
 ・
の
侍
り
 

ヨ
ハ
ネ
は
 、
 自
ら
の
詩
句
（
 コ
焔
巨
 第
二
 連
 ）
に
 就
て
、
 
神
と
の
 交
わ
り
の
様
を
「
説
明
す
る
 
隼
 e
c
 
）
 
ぃ
 「
が
「
よ
り
は
寧
ろ
称
讃
 
し
 
0
 コ
 O
p
 

「
の
り
の
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つ
つ
示
す
」
も
の
だ
と
言
 う
 。
（
ア
リ
ー
㌫
・
）
 

彼
の
残
し
た
十
数
篇
の
詩
は
（
聖
書
の
歌
謡
化
で
あ
る
 
冨
マ
 ン
セ
ヒ
二
 篇
を
除
き
）
 、
 全
て
恋
愛
 詩
 で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 

ヨ
ハ
ネ
は
 
い
ヨ
 0
 「
の
他
に
 
0
 臣
ま
 と
い
う
語
も
稀
に
使
う
 が
 、
両
者
 は
 対
比
さ
れ
る
よ
り
は
、
寧
ろ
同
義
語
と
し
て
並
置
 さ
れ
る
。
 

陳
 

之
 ・
Ⅰ
 
い
よ
 ・
ハ
リ
・
 
ト
の
｜
 ㏄
 

一
明
一
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 （
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参
照
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P
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 9 
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（
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彼
の
最
初
の
詩
作
品
で
あ
る
 円
 ロ
マ
ン
セ
 ヒ
 
（
所
詮
（
㎎
）
）
は
 
、
 彼
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
基
本
的
理
解
を
示
し
て
い
る
と
 思
 わ
れ
る
。
こ
の
 

愛
の
同
質
性
に
就
て
は
、
特
に
同
ロ
マ
ン
セ
 ぎ
 @
 薄
行
な
ど
の
 用
語
に
 、
 既
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

「
愛
は
決
し
て
退
屈
し
な
い
。
 

断
 え
ざ
る
動
き
の
内
に
あ
っ
て
 炎
 が
こ
こ
か
し
こ
に
飛
び
火
す
る
よ
う
に
、
愛
は
 ロ
 魂
を
 ロ
燃
 え
 上
ら
せ
 愉
し
 

ま
せ
る
た
め
に
 傷
 つ
げ
る
の
が
務
め
で
あ
る
。
」
（
 
目
 
）
 ，
鉾
 ）
 な
ど
，
ま
た
、
㌔
・
の
 

ト
い
，
や
の
お
，
ハ
 

0
%
 

c
f
.
 

の
・
（
 

1
.
 

い
，
ひ
 ・
（
㏄
）
 

い
 （
・
「
・
 い
。
 ㏄
 の
 

 
 寓

意
で
あ
れ
ば
、
二
つ
の
愛
は
全
く
別
の
質
の
愛
で
あ
る
こ
と
 に
な
る
。
 

ヨ
ハ
ネ
の
詩
に
歌
わ
れ
た
如
き
恋
愛
を
、
神
的
 愛
の
 
「
類
比
さ
れ
た
も
の
」
ミ
色
。
㏄
 ゑ
と
 舌
ロ
 
う
 。
ナ
ニ
 ぃ
 「
 @
 
（
 
p
@
 
，
，
，
 Ⅰ
 -
0
 
ポ
づ
爪
 



神秘 家と 詩人 

コ
 0
 コ
 り
 の
 う
 せ
の
由
由
し
の
け
い
 

由
仁
 
㍉
の
 
目
 。
の
 仔
 -
 
の
せ
 -
 
ら
 
0
 こ
 宙
の
卸
の
め
Ⅰ
悪
も
馬
 

の
 の
 ぬ
 「
き
ぬ
～
～
～
 

い
 ～
 
さ
 
ま
い
の
、
 1
 の
㏄
の
・
 

づ
ト
 い
の
・
）
㏄
 

ゆ
 

（
㏄
）
 オ
 o
 ㎎
 
e
 Ⅱ
 し
年
セ
 
-
 
三
の
「
 
，
ト
 憶
も
 ヒ
 
さ
さ
き
 
-
 
め
き
心
心
 
速
 @
 
り
 
～
 
い
 
さ
～
 
@
 ぬ
 
～
 接
 ㏄
 
義
守
 も
 
0
 ぬ
め
 
～
 
馬
 き
お
 黛
驚
 守
 
り
 「
 
ま
い
 （
け
 ご
ガ
ク
ぢ
お
 ）
 
は
、
ョ
 
ハ
不
の
「
 愛
 」
 

の
 自
己
変
容
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、
ヨ
ハ
不
の
教
説
の
最
大
の
 特
徴
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
 

巳
由
住
 の
 
7
%
 ミ
ざ
 
Ⅰ
の
の
（
・
）
 

0
 の
の
 
で
オ
 
・
 っ
 
㌧
・
 
n
 ～
㌻
 つ
つ
 

N
o
 Ⅱ
 
@
 ㌍
・
を
参
照
。
 

（
 
舘
 ）
 出
ぃ
コ
 
の
白
あ
 
セ
 
0
 コ
い
 生
日
り
の
 

a
r
.
 

ミ
め
 Ⅰ
 
笘
い
 か
 
驚
 ㌣
・
 
由
ぎ
ぃ
 ～
も
の
も
～
 

っ
 
心
労
り
下
心
ト
も
め
～
 

キ
め
 
～
～
 

か
 
・
（
 已
 @
 
さ
ゑ
 の
年
の
 

-
 
コ
 一
 %
 の
 
Ⅱ
年
の
「
 

せ
 -
 
の
 ト
 
の
の
 
ト
 
ー
）
 
い
 q
.
 （
 
ゲ
の
 

ち
 Ⅱ
 の
 

（
㏄
）
 

c
f
.
r
.
 

ケ
 
@
 旬
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人
の
音
せ
ぬ
暁
に
ほ
の
か
に
夢
に
見
え
た
ま
 ふ
公
 
二
八
）
 

王
朝
潮
の
人
間
の
心
を
ど
れ
ほ
ど
強
固
に
仏
教
が
押
ん
 で
い
た
か
、
そ
れ
は
も
う
こ
の
歌
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
 と
 言
っ
て
い
い
 0
 一
 

方
で
は
、
仏
の
永
遠
性
・
遍
在
性
の
教
義
を
下
敷
き
に
 し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
長
谷
や
石
山
の
聖
所
に
参
籠
し
て
 読
経
と
観
仏
の
は
て
に
 

仏
の
現
身
を
視
覚
化
す
る
と
い
う
宗
教
的
手
続
き
が
 整
 偏
 さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 ョ
 更
級
日
記
し
の
著
者
 は
、
 僧
に
 依
頼
し
て
み
ず
か
 

ら
の
未
来
に
つ
い
て
の
夢
生
口
を
得
た
わ
け
だ
し
、
ま
た
 「
蜻
蛉
日
記
 L
 の
作
者
に
し
て
も
石
山
寺
に
詣
で
て
同
じ
 よ
う
な
体
験
を
し
て
い
 

る
 。
総
じ
て
彼
ら
に
お
い
て
、
夢
は
日
常
の
一
部
を
確
 国
 と
し
て
占
有
し
て
い
た
。
 

こ
の
こ
と
は
、
後
の
仏
教
者
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
 上
 の
乾
期
（
そ
の
う
ち
最
大
の
も
の
が
回
心
で
あ
る
）
が
 夢
を
介
し
て
語
り
 伝
 

え
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
に
強
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
 そ
 の
た
め
の
例
証
と
し
て
親
鸞
の
六
角
堂
で
の
夢
生
口
や
一
遍
 
の
 熊
野
証
誠
 殿
 で
の
夢
 

を
あ
げ
る
に
も
及
ぶ
ま
 い
 。
い
 う
 な
れ
ば
、
夢
は
神
仏
 と
人
間
と
を
結
ぶ
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
通
路
で
あ
っ
た
。
 そ
 し
て
、
こ
う
し
た
事
態
 
25  (25) 

は
じ
め
に
 

「
梁
塵
秘
抄
 ヒ
に
 次
の
著
名
な
歌
が
あ
る
。
 

う
つ
つ
 

仏
は
常
に
 い
 ま
せ
ど
も
現
な
ら
ぬ
 ぞ
 あ
は
れ
な
る
 

「
日
本
霊
異
記
 ヒ
 の
夢
 

中
村
 
主
雄
 



(26・ 26 

で   日 業 る し も て き 戒 学 た 

こ し の は 霊     L 」この夢十 記 げ、 @ 九月 経緯 員 戒 を解 れら した の生 つの な ら ：。   
わ が す の か も っ の の ぎ が そ こ 

れ 所 る タ て が っ あ 契 た 微 こ と 

妙 に に   
食 あ 果 漸 『 し ら を と い 人 少 異 
              っ V 塊 霊 ん 異 浮 リ ラ り な の 
弥 て の の 異 の 質 動 あ 享 く く 書 
鏡 何 理 念 証 見 の す え 実 ん と で 
目 ら 法 に ヒ た 諸 る ず そ だ も る る た を 、景 。 の善業 神話 の的確 とらえ 下巻 第 夢に ょ 契機の しかた 呪術的 のもの しかた   
変 と か は 景 さ な 成 約 ほ い ） 初 
化 の つ 、 成 れ り じ 志 か る 契 の 

。し 身でオ力 ょ、 驚歎 みず の 白 たも とも しん 向の なら 機 、「 位 @ 
あ っ す か 伝 の 明 の 二 ぬ か 宗 教 
る た る ら 的 で 確 国 方 円 も 教 説   
ま す 当 窮 た が と 分 表 理 質 的 規 
た る 夜 境 が そ し 析 相 解 の も 定 
妻 板 の の っ の た し V の 契 し す 
そ 札 夢 因 て 夢 か て 宿 因 機 く る 

の な に を 前 を ら み 御 難 を は だ げで もの呈示おい 前世観音 稿で @ 4 こま たの ） @1 八 と があ 併存 唱導 

はさてにふ " れ枝おれ 善 薩な かも因るさ的は " 果 とせ） 何 
業 て は け た か ら 日 V 思 た 契 ご 

し の 鏡 悪 あ と   

  
結 草 
ぶ が 

通 辞 
路 学 
と の 
し ヌ寸 

て 象 
の と 

夢 な 
の る 

始 近 
原 代 
の に 

あ い 
り た 
か る 
た ま 

な で     
さ 貫 
し し 

あ て 
た 続 
つ い 
て て 
門 き 

日 た 本 
小穂 で 霊異記 

ヒは を 、 
中 こ 

心 の 

に ょ 

し う 

て な 
老 人 
え 間 
て 界 
み と 

た 他 
い 界 

（ 神 
ィム 

の 

世 
界 ） 



下
聞
す
る
た
め
に
「
 郷
 導
者
」
と
し
て
六
 
%
 烏
を
遣
 わ
す
 、
と
の
夢
 告
 が
神
武
に
対
し
て
な
さ
れ
た
。
ま
た
 

し
て
も
神
武
事
は
人
 受
烏
の
 
2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
 進
む
べ
 き
 道
を
失
う
。
そ
こ
で
第
二
の
夢
ァ
マ
 
テ
 ラ
ス
が
神
武
軍
の
苦
境
を
打
㏄
 

の夢 

が
、
 果
し
て
夢
に
見
た
と
お
り
庫
に
突
き
さ
さ
っ
て
 い
 た
 剣
を
神
武
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
神
武
軍
は
再
び
進
軍
 す
る
こ
と
が
で
き
た
と
 

ず
ん
だ
 

て
い
る
 

 
 

 
 貴

戚
 

神
話
の
 

場
す
る
 

知
ら
 

の
夢
に
 

向
を
発
 

し
か
し
 

の
、
「
 

す
る
術
 

に
 見
る
 

チ
 @
u
 

が
 余
 彼

の
生
存
を
善
業
を
積
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
出
し
 よ
う
 と
す
る
観
音
の
慈
悲
の
働
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
 こ
 こ
で
夢
が
果
し
 

機
能
は
と
い
え
ば
、
窮
境
に
陥
っ
た
人
間
に
も
た
ら
さ
 れ
る
超
自
然
界
（
仏
菩
薩
の
世
界
）
か
ら
の
救
済
の
通
路
 に
ほ
か
な
ら
な
 

の
 見
た
夢
の
機
能
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
 き
 、
ま
ず
 相
 心
 起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
記
紀
神
話
に
記
さ
れ
た
 夢
 で
あ
る
。
記
紀
 

@
 
り
 
L
 
）
 

夢
に
関
し
て
は
菅
原
昭
某
氏
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
が
、
 本
稿
と
の
関
連
で
当
面
重
視
す
べ
 き
 も
の
は
「
神
武
則
 住
所
 紀
 」
に
 登
 

た
か
 
<
 ら
 し
 

高
倉
 丁
 と
神
武
の
夢
で
あ
る
。
 

れ
る
ご
と
く
、
神
武
東
征
 譚
 に
お
い
て
は
、
神
武
事
 の
 軍
事
制
圧
作
業
が
難
局
に
直
面
す
る
危
機
的
場
面
が
三
度
 に
わ
た
る
一
連
 

か
む
や
ま
と
 

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
打
開
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 そ
 の
事
情
は
次
の
よ
 5
 で
あ
っ
た
。
神
武
（
 神
 日
本
磐
余
 彦
 ）
の
一
行
は
日
 

ち
 、
速
水
左
門
、
宇
佐
、
筑
紫
、
安
芸
、
吉
備
を
経
て
 難
波
に
至
る
が
、
長
髄
彦
の
軍
に
行
手
を
は
ば
ま
れ
熊
野
 に
 迂
回
す
る
。
 

そ
こ
で
も
 稲
 飯
倉
・
三
毛
入
野
命
の
犠
牲
者
を
出
す
。
 
神
武
軍
は
防
戦
一
方
の
ま
ま
熊
野
の
荒
城
 
津
 に
た
ど
 

り
つ
い
た
も
の
 

 
 

あ
し
き
い
き
 

時
に
神
、
毒
気
を
吐
ぎ
て
、
人
物
成
に
 痒
 え
ぬ
」
 
あ
 り
さ
ま
と
な
っ
た
。
異
域
に
侵
入
し
た
神
武
軍
の
兵
卒
 は
地
霊
を
摺
 伏
 

も
 知
ら
ず
、
戦
闘
能
力
を
そ
が
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
 る
 。
こ
う
し
た
情
況
で
第
一
の
夢
が
記
さ
れ
る
高
倉
 下
 な
る
者
が
夢
 

に
は
、
葦
原
中
国
の
不
穏
な
情
勢
を
見
て
と
っ
た
ア
マ
 -
 
プ
ラ
ス
が
タ
ケ
、
 、
、
ヵ
ゾ
チ
 に
助
力
を
命
じ
、
そ
れ
を
受
け
 て
タ
 
ケ
ミ
カ
 ソ
 

（
 フ
ッ
ノ
、
、
 
、
タ
マ
）
を
高
倉
 下
 に
授
け
る
ゆ
え
、
そ
の
 剣
 を
 天
孫
に
奉
れ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
夢
か
ら
 覚
 
め
た
高
倉
 下
 



を
あ
げ
た
も
の
の
、
要
害
の
地
を
八
十
 鼻
的
 と
 兄
 磯
城
 

 
 

わ
れ
る
。
書
紀
は
こ
の
 

導
 ぎ
に
従
っ
て
難
路
を
踏
破
し
、
宇
陀
（
菊
田
）
の
 地
 ま
で
進
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
 0
 そ
の
の
ち
、
 兄
滑
を
宇
 陀
 の
 血
 原
に
屠
る
戦
果
 

 
 

 
 

 
 

夢
を
神
武
が
「
自
ら
 祈
 ひ
て
 寝
 」
 た
 夜
に
見
た
と
記
す
 の
だ
が
、
天
神
が
 副
 え
て
い
り
に
は
、
天
香
山
の
土
 で
 天
平
 先
 と
厳
 翁
を
造
 

の
の
成
立
さ
え
あ
や
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
は
強
力
 

つ
の
か
し
 

@
 

な
 モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
 夢
告
 を
受
け
る
 者
が
高
倉
 丁
 と
神
武
に
 

事
 を
と
り
お
こ
な
っ
た
神
武
は
予
期
ど
お
り
八
十
集
 帥
 

行
を
神
武
に
献
言
し
、
 夢
 告
の
真
実
性
を
保
証
す
る
こ
 

分
か
れ
、
戦
況
の
経
過
と
と
も
に
三
回
に
わ
た
る
別
々
 

っ
て
天
神
地
祇
を
敬
い
祭
れ
、
ま
た
 厳
呪
誼
 を
し
ろ
、
 そ
 

一
 、
第
二
の
夢
と
異
な
り
、
こ
の
神
武
の
夢
で
は
、
す
で
 

以
上
の
よ
う
に
、
神
武
軍
の
勝
利
を
み
ち
び
ぎ
だ
し
た
 

と
元
磯
城
を
討
伐
で
き
た
と
い
う
。
 

と
に
な
っ
て
い
る
。
 

-
3
 
）
そ
れ
は
と
も
か
く
、
夢
の
教
え
に
 従
 

の
夢
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
神
話
論
的
 

ぅ
 す
れ
ば
 賊
 ど
も
は
お
の
ず
か
ら
降
伏
す
る
で
あ
ろ
う
 

に
 天
皇
軍
に
帰
伏
し
て
い
た
 弟
狽
が
 天
神
の
夢
 告
 と
は
 

の
は
一
連
の
夢
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
 0
 こ
の
夢
を
措
い
 と

 。
と
こ
ろ
で
 
第
 

別
に
同
様
の
祭
事
の
実
 

に
は
同
一
の
意
味
を
も
 

っ
て
 丹
 生
の
川
上
で
 祭
 

て
は
東
征
 譚
 そ
の
も
 

っ
 た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
 ち
な
み
に
「
古
事
記
目
の
並
行
記
事
を
見
れ
ば
、
そ
こ
 で
は
高
倉
下
の
夢
が
記
 

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
八
挺
 烏
 派
遣
の
夢
 告
に
 該
当
す
る
記
事
で
は
、
「
高
木
大
神
の
命
 以
 ち
て
覚
し
白
し
け
 ち
 

や
そ
 た
げ
る
 
え
し
き
 

く
 」
と
あ
る
の
み
で
尊
台
の
か
た
ち
を
と
っ
て
は
い
な
 い
し
、
ま
た
八
十
建
と
元
帥
 木
訣
伐
 記
事
は
例
の
久
米
歌
 を
 介
し
て
筋
書
が
組
立
 

て
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
神
武
紀
」
の
 東
 征
譚
 そ
の
も
の
が
夢
を
中
心
と
し
て
か
な
り
意
図
的
に
整
 理
 さ
れ
た
ら
し
い
消
息
 

を
も
伝
え
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
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の
姿
に
変
装
さ
せ
て
当
該
の
任
務
に
派
遣
す
る
の
だ
が
、
 

そ
の
と
き
 椎
 根
津
 彦
は
 、
神
武
が
こ
の
国
土
を
支
配
す
 

べ
き
も
の
な
ら
ば
こ
の
 2
 

木霊異言 

確 
ま に 

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ウ
 ケ
ヒ
 V
 と
は
「
前
も
 っ
て
中
と
 こ
 と
い
う
対
立
し
た
事
態
を
予
想
し
て
お
き
、
 

神
意
の
所
在
が
甲
に
あ
 

（
 
4
@
 

れ
ば
実
際
に
甲
が
起
り
、
神
意
の
所
在
が
乙
に
あ
れ
。
は
 

乙
が
 起
る
と
し
て
、
神
意
を
う
か
が
う
」
こ
と
で
あ
る
。
 当
面
の
問
題
と
し
て
 注
 

目
 す
べ
 き
 こ
と
は
、
こ
の
第
三
番
目
の
夢
が
八
神
意
を
 う
か
が
う
 夢
 V
 と
し
て
き
わ
め
て
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
 た
に
ち
が
い
な
い
、
 
と
 

 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
郷
信
網
底
は
そ
れ
を
「
祭
式
的
な
 手
続
ぎ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
 夢
 」
で
あ
る
と
し
て
、
「
 出
 亦
 補
記
」
の
大
物
主
祭
祀
 

説
話
の
夢
や
、
「
 崇
神
紀
 」
の
皇
威
令
・
 
活
自
 尊
の
皇
位
 継
承
に
ま
つ
わ
る
夢
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
「
古
代
 人 と
夢
 き
 。
こ
こ
で
は
 

夢
は
 、
そ
れ
を
介
し
て
人
間
が
神
の
意
を
知
ろ
 う
と
欲
 し
た
さ
い
に
要
請
さ
れ
る
通
路
で
あ
り
、
い
 う
 な
れ
ば
す
 ぐ
れ
て
自
発
的
・
意
図
 

的
な
作
業
で
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
こ
の
第
三
の
夢
に
附
随
す
る
さ
ら
に
大
き
な
 問
題
が
存
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
夢
が
た
ん
に
 ゃ
ケ
 ヒ
 に
よ
っ
て
得
ら
れ
 

た
だ
い
り
で
は
七
は
 

ノ
 Ⅰ
、
蔓
生
口
 
ふ
 Ⅰ
の
Ⅰ
も
の
の
美
江
Ⅱ
が
や
は
り
 
二
 一
度
に
わ
た
る
 ウ
ケ
ヒ
 に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
し
 就
 げ
ら
 れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
 

ハ
ウ
ケ
ヒ
 
の
二
重
構
造
 V
 が
看
取
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
第
三
の
夢
に
よ
っ
て
天
香
山
の
土
で
天
平
 翁
と
厳
 翁
を
造
り
、
そ
れ
で
 天
 

古
 
ダ
 

の
神
地
祇
を
祭
れ
ば
 賊
 ど
も
を
打
ち
破
る
こ
と
が
 可
 

と
夢
 告
は
教
え
る
。
と
こ
ろ
が
神
武
 事
 の
お
か
れ
 た
 情
況
で
は
そ
の
夢
上
口
を
正
 

 
 

 
 

実
行
す
る
こ
と
さ
え
容
易
で
は
な
っ
た
。
 

ず
 天
香
山
の
土
を
取
る
こ
と
だ
が
、
未
だ
香
山
は
賊
軍
 の
 支
配
下
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
 椎
 根
津
 彦
と
弟
滑
 を
そ
れ
 ぞ
れ
老
父
・
 
老
娼
 
  

一
 一
 

う
け
 

そ
，
 」
で
着
目
す
べ
 き
 こ
と
は
「
神
武
紀
」
が
第
三
の
夢
 を
 記
す
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
夢
を
「
自
ら
 祈
 ひ
て
 寝
 」
 た
 と
き
に
見
た
も
の
だ
 



③
 

神
武
（
自
ら
 祈
 ひ
て
見
る
）
 

神
武
 

神
武
 

水
 無
し
で
飴
を
造
る
 

  

② ① 

ア 八 神 ア フ 高 
マ 使 武 マ ツ 倉 夢 

テ ，烏 テ ノ 下 
う の   
ス 派 ス タ 

Ⅰ 遣   マ 

神 タ の 

武 ケ 授   
  
  
チ 

  
神 
武 

香 椎 
山 根 ウ 

へ 津 ケ 

  0 進 音 ヒ 

路 
の 

安 
全 

か く の 水 で 敵 
こ ら 成 魚 無 八 陣 
こ 「。 功 が し 十 突 
で 顕 ごし 披 で 平 破 

以上 荒 」 ぼて @.  の 飴 : 翁行 
葉 を " と も 

第 の 道 蔵 成   
  一 つ れ き 夫 ろ 

て れれ 神 ぅ   

  
  っ す 

で る 沃 て る   あ 
る こ   

。 れ 厳 ヒ がご 

そ ら 完 を で     
し 二 を 行 き 
て つ 方 な た 
最 の 生 ぅ の 

で     
神 ヒ 枕 す る 
武 も め た 。 
が 首 て れ こ 

み ずょ小 尾大ちの 、 土 



も
ち
ろ
ん
こ
の
図
表
化
に
よ
っ
て
神
話
論
上
の
夢
 と
ウ
 ケ
ヒ
 に
何
ら
か
の
構
造
的
関
連
を
見
出
そ
う
と
す
る
わ
 け
 で
は
な
い
が
、
少
な
 

く
と
も
こ
の
 
-
 即
位
前
 紀
 」
に
お
い
て
一
つ
の
説
話
的
 頂
点
を
形
づ
く
る
神
武
じ
し
ん
の
「
 顕
斎
 」
に
至
る
過
程
 に
あ
っ
て
 、
 神
と
人
と
 

の
 交
渉
径
路
と
し
て
六
夢
 V
 と
ハ
ウ
 ケ
ヒ
 V
 が
す
で
に
い
 く
ぶ
ん
か
は
方
法
化
さ
れ
た
し
か
た
で
と
り
お
こ
 が
ね
 れ
た
ら
し
い
と
だ
け
は
 

（
 
5
5
5
 

）
 

言
え
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
益
田
勝
美
氏
に
 ょ
 れ
ば
、
 日
本
神
話
に
あ
っ
て
は
人
間
が
神
を
祭
る
祭
祀
の
場
所
 そ
れ
じ
た
い
の
ほ
か
に
 

神
々
の
世
界
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
 の
 祭
祀
は
突
発
的
で
は
な
く
、
「
祀
ろ
 う
 と
す
る
準
備
、
 
身
体
の
潔
斎
、
心
が
ま
 

え
 」
が
 プ
 p
 セ
ス
 と
し
て
前
も
っ
て
 設
 げ
ら
れ
て
い
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
氏
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
神
武
の
「
 顕
斎
 」
も
そ
れ
が
一
挙
に
行
 

な
わ
れ
た
の
で
な
く
、
神
武
に
も
た
ら
さ
れ
た
天
神
地
 砥
の
祭
祀
を
勧
め
る
 夢
昔
 に
始
ま
っ
て
、
 
椎
 根
津
 彦
 お
よ
 び
 神
武
じ
し
ん
の
 ゥ
ケ
 

ヒ
 行
為
に
い
た
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
「
 
顕
斎
 」
に
よ
 る
 神
出
現
の
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
 の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 

 
 

「
八
十
平
翁
の
誓
い
、
厳
父
で
川
の
魚
を
浮
き
上
ら
せ
る
 と
い
う
よ
う
な
神
秘
が
現
実
に
現
わ
れ
て
、
一
歩
一
歩
、
 神
武
が
神
が
か
り
し
 

て
 神
と
し
て
ふ
る
ま
 3
 段
階
に
近
づ
く
」
の
で
あ
る
。
 

ゆ
 

以
上
か
ら
、
記
紀
神
話
に
お
け
る
夢
は
ど
こ
ま
 で

も
公
的
・
政
治
的
 レ
ヴ
ヱ
ル
 で
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
 
古
 代
 王
権
の
支
配
を
実
効
的
か
 

-
6
@
 

 
 

証
し
て
い
く
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

蚕
 豆
 

本
 

 
 

 
 

天
神
地
祇
の
祭
祀
の
方
法
 

天
神
（
ア
マ
 ツ
カ
ミ
 ）
 ｜
 神
武
 

弟
 狙
の
証
 @
 

飯
食
 で
 丹
土
川
の
魚
を
浮
か
せ
る
 

椎
 根
津
彦
の
報
告
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稿 な た 

ん
に
夢
に
ま
つ
わ
る
説
話
の
頻
度
と
は
い
え
、
こ
の
数
 

字
は
 「
日
本
霊
異
記
」
の
編
者
 

景
戒
が
 
夢
に
対
し
て
い
 
だ
 い
 て
い
た
な
み
な
み
 

 
 

 
 

あ
っ
た
こ
と
は
、
 

前
 

で
 詳
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
 

上
 M
.
 

丹
治
比
の
氏
の
持
経
者
が
法
華
経
を
講
持
し
 

観
立
 
日
 
悔
過
を
な
し
た
と
こ
ろ
、
夢
に
人
が
現
わ
れ
て
、
こ
の
 

持
経
者
が
先
の
世
で
 

は
 伊
予
の
日
下
部
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
。
 

中
 H
.
 

山
寺
の
吉
祥
天
 

像
 に
愛
欲
の
心
を
起
し
た
優
姿
 

塞
が
 、
 夢
の
中
で
天
女
と
交
わ
っ
た
と
こ
ろ
、
実
際
に
精
 

液
 が
そ
の
天
女
 
傑
を
 

汚
し
て
い
た
。
 

中
巧
 ，
高
橋
 
連
 東
人
が
あ
る
乞
者
を
招
い
て
亡
母
の
た
 

め
に
追
善
の
法
会
を
い
と
な
ん
だ
と
こ
ろ
、
現
世
で
子
の
 

も
の
を
 
楡
 み
そ
の
 
親
 

い
で
牡
牛
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
亡
母
が
 

、
 乞
者
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
て
救
い
を
求
め
る
。
 

中
 ㏄
・
貧
し
い
母
親
が
嫁
い
だ
娘
の
身
に
災
い
の
生
じ
 

る
 夢
を
二
度
ま
で
も
見
、
そ
の
た
め
母
親
の
な
し
た
話
 

経
 の
 功
徳
で
娘
は
危
難
 

を
免
 か
れ
る
。
 

中
 ㏄
・
寺
の
酒
を
借
り
て
返
さ
な
い
ま
ま
死
ん
で
牛
に
 

生
ま
れ
か
わ
り
酷
使
さ
れ
て
い
た
物
部
 

磨
 が
 、
 寺
の
檀
越
 
の
夢
に
現
わ
れ
て
 

窮
 

（
 
り
 
1
@
 

は
 決
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
記
紀
が
記
 録
す
る
夢
の
事
例
は
、
「
古
事
記
 
L
 が
五
例
、
「
日
本
書
紀
 
ヒ
が
 十
二
例
で
あ
る
。
 

「
日
本
霊
異
記
 口
 に
載
せ
ら
れ
た
夢
の
説
話
は
す
べ
て
で
 十
 例
に
の
ぼ
る
 0
 「
圭
一
正
 

異
記
 」
の
説
話
総
数
百
十
六
か
ら
見
た
場
合
、
そ
れ
 
れ
 

一   一 
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T 日本霊異記 コ の夢 

史
的
な
差
違
を
見
て
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
 。
こ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、
た
と
え
ば
西
郷
信
網
底
 は
 、
記
紀
の
夢
と
王
朝
 期
 
33 

状
な
う
 つ
 た
え
る
。
 

下
巧
 
，
 横
 正
直
戒
刀
自
女
が
邪
婬
の
報
 い
で
 苦
を
受
け
 て
い
る
境
遇
を
寂
 林
 法
師
の
夢
に
現
わ
れ
て
明
か
し
、
 

子
 の
 造
仏
写
経
の
功
徳
 

で
 罪
を
免
か
れ
、
そ
の
こ
と
を
再
び
法
師
に
夢
で
告
げ
 る
 。
 

 
 

不
利
・
大
安
寺
の
僧
 恵
 勝
の
夢
に
、
悪
業
の
た
め
喉
に
 生
ま
れ
か
わ
っ
て
い
る
東
天
竺
国
の
大
王
が
現
わ
れ
、
 法
 華
 経
の
 
読
諦
を
乞
 

ら
ノ
 
。
 

下
お
・
田
中
真
人
床
虫
女
が
、
み
ず
か
ら
の
犯
し
た
数
 々

の
悪
業
の
ゆ
え
に
地
獄
に
堕
ち
る
さ
ま
を
夢
に
見
た
と
 夫
や
息
子
た
ち
に
 話
 

し
 、
そ
の
日
す
ぐ
死
ん
で
牛
に
生
ま
れ
か
わ
る
。
 

下
 ㏄
・
藤
原
大
手
が
地
獄
の
兵
卒
に
拉
致
さ
れ
て
い
く
 の
を
息
子
の
家
 依
が
 夢
に
見
、
父
に
 壌
災
 を
す
す
め
る
が
 、
水
手
は
息
子
の
す
 

す
め
に
応
ぜ
ず
死
ん
で
地
獄
に
堕
ち
て
し
ま
う
。
 

下
 ㏄
・
延
暦
六
年
九
月
四
日
、
景
戒
の
夢
に
名
草
 郡
楠
 見
粟
 村
の
沙
弥
鋳
口
が
現
わ
れ
、
 

景
 戒
の
前
世
で
の
悪
業
 を
 告
げ
て
善
業
を
勧
 

め
 、
そ
れ
を
悔
い
た
 景
戒
は
 鋳
口
に
白
米
を
布
施
す
る
。
 

翌
 延
暦
七
年
三
月
十
セ
口
、
景
 戒
 は
み
ず
か
ら
の
死
体
 を
 火
葬
し
て
い
る
現
場
に
立
ち
合
う
夢
を
見
る
。
 

以
上
を
通
観
し
て
ま
ず
最
初
に
気
づ
く
こ
と
は
、
「
 霊
 異
記
ヒ
 
の
夢
が
ど
こ
ま
で
も
私
的
な
レ
 ダ
ヱ
ル
 で
把
握
さ
 
れ
て
い
る
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
徹
頭
徹
尾
個
人
の
運
命
に
の
み
か
 か
わ
る
夢
で
あ
っ
て
 、
 何
ら
か
の
集
団
（
た
と
え
ば
「
 神
 武
 即
位
前
 紀
 」
の
夢
の
 

場
合
の
よ
う
な
政
治
的
・
軍
事
的
集
団
で
あ
れ
、
ま
た
 古
代
の
氏
族
共
同
体
的
在
地
集
団
で
あ
れ
）
そ
の
も
の
の
 命
運
に
か
か
わ
る
も
の
 

で
は
な
い
。
こ
の
 
ょ
う
 に
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
公
的
 
政
治
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
機
能
し
て
い
た
夢
が
日
日
本
霊
異
 記
ヒ
 で
は
ま
っ
た
く
 私
 

的
な
領
域
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
事
情
に
つ
い
て
 は
 、
こ
れ
ら
文
献
の
性
格
の
差
違
 だ
 げ
に
帰
す
こ
と
の
で
 き
な
い
、
い
わ
ば
精
神
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0
 
ョ
源
氏
物
語
口
ロ
今
昔
物
語
集
ヒ
の
夢
と
の
比
較
に
 お
い
て
だ
が
、
そ
の
変
化
を
「
公
的
な
も
の
か
ら
私
的
な
 も
の
へ
の
変
化
」
だ
と
 

し
、
 「
こ
の
公
的
か
ら
私
的
へ
の
移
り
行
き
は
、
仏
教
 が
 人
々
の
魂
の
な
か
に
入
り
こ
ん
で
き
た
過
程
と
お
そ
ら
 く
 照
応
す
る
。
国
家
と
 

仏
教
と
の
結
び
つ
ぎ
は
一
面
な
か
な
か
強
か
っ
た
け
れ
 ど
 、
仏
教
の
宗
教
と
し
て
の
基
礎
は
や
は
り
集
団
で
は
な
 く
て
個
人
の
魂
に
あ
っ
 

（
 
Ⅱ
 
a
 
a
 
）
 

た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
、
的
確
な
指
摘
を
し
て
 い
る
。
そ
し
て
、
西
郷
氏
が
私
的
化
さ
れ
た
夢
の
事
例
と
 し
て
取
り
上
げ
た
 日
源
 

底
 物
語
ヒ
向
今
昔
物
語
集
し
よ
り
お
よ
そ
二
世
紀
も
早
 く
 、
す
で
に
「
日
本
霊
異
記
し
に
お
い
て
夢
は
完
全
に
私
 的
な
も
の
と
し
て
 把
え
 

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
日
霊
異
記
 ヒ
が
、
 仏
教
を
基
盤
と
し
た
最
初
の
説
話
 集
 で
あ
っ
て
み
れ
ば
 、
 氏
が
見
通
し
た
「
 公
 

的
か
ら
私
的
へ
の
移
り
行
き
」
に
お
け
る
仏
教
の
関
与
 と
い
う
事
実
は
、
よ
り
い
っ
そ
 う
 確
実
な
も
の
と
な
る
だ
 ろ
 う
 。
 

前
稿
で
も
簡
単
に
言
及
し
た
こ
と
だ
が
、
「
 帝
 
一
皿
 

異
記
 b
 を
 支
配
す
る
前
仏
教
的
要
素
は
い
ま
だ
き
わ
め
て
強
力
で
 あ
っ
た
。
 八
 因
果
 V
 

の
 理
法
の
実
証
 譚
 を
そ
の
中
核
に
据
え
た
「
霊
異
記
口
説
 話
の
人
間
理
解
が
、
自
立
し
た
行
為
者
と
し
て
の
八
個
 V
 を
前
提
し
て
い
た
こ
 

と
は
言
 う
 ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
八
個
 V
 は
容
易
に
前
 仏
教
的
な
 八
 呪
術
の
園
 V
 に
逆
戻
り
す
る
も
の
で
も
あ
っ
 た
 。
と
い
う
こ
と
は
ま
 

た
 、
日
霊
異
記
 L
 に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
八
個
 V
 も
し
く
 は
八
私
 V
 が
、
普
遍
宗
教
と
し
て
の
仏
教
の
充
 全
 な
影
響
 に
よ
っ
て
基
底
か
ら
 確
 

上
 さ
れ
た
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
そ
れ
が
当
時
の
 律
令
制
の
諸
矛
盾
、
つ
ま
り
正
史
に
お
び
た
だ
し
く
列
挙
 さ
れ
る
班
田
農
民
の
浮
 

浪
 ・
逃
亡
現
象
に
よ
っ
て
、
在
地
の
伝
統
的
共
同
体
が
 解
体
し
て
い
く
社
会
関
係
そ
の
も
の
に
、
（
 

9
@
 
 

よ
り
深
く
規
定
 さ
れ
て
い
た
こ
と
を
 見
 

逃
す
わ
げ
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
浮
浪
 
逃
亡
の
農
民
は
、
課
役
を
忌
避
す
る
た
め
に
容
易
に
 髪
 を
 剃
っ
て
私
度
僧
と
な
 

っ
 た
の
で
あ
り
、
「
霊
異
記
 レ
 が
こ
の
私
度
僧
的
社
会
 階
 層
 と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
確
実
で
あ
る
 。
つ
ま
り
、
集
団
に
か
 

か
わ
る
夢
か
ら
脱
却
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
個
に
か
か
わ
る
 夢
 の
み
を
扱
う
 ヨ
 霊
異
記
し
に
い
た
っ
て
、
仏
教
的
人
間
 観
 も
し
く
は
普
遍
的
人
 

間
 理
解
が
い
っ
き
ょ
に
実
現
し
た
な
ど
と
手
放
し
で
 讃
 辞
を
送
る
わ
け
に
は
ど
う
し
て
も
い
か
な
い
。
こ
ご
で
の
 八
個
Ⅴ
は
、
社
会
の
中
 

で
い
わ
ば
熟
成
し
て
き
た
八
個
 V
 で
は
な
く
、
伝
統
 集
 団
か
ら
な
か
ば
強
制
的
に
切
断
さ
れ
て
八
個
 V
 と
な
ら
ざ
 る
を
え
な
か
っ
た
も
の
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丁日本霊異記 コ の夢 

前
節
で
述
べ
た
 よ
う
 に
、
同
日
本
霊
異
記
し
が
載
せ
る
 夢
 説
話
の
傾
向
は
、
記
紀
神
話
と
の
比
較
か
ら
す
れ
ば
ま
 ず
 第
一
に
、
「
公
的
 

 
  

 

な
 夢
か
ら
私
的
な
夢
 へ
 」
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
こ
と
 が
 可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
公
的
か
ら
私
的
 へ
 の
 移
り
行
き
の
事
清
に
㏄
 

つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
西
郷
氏
が
指
摘
し
た
よ
 う
 に
仏
教
 が
 大
き
く
関
与
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
以
下
で
は
、
 そ
の
事
情
を
究
明
す
る
㏄
 

四 

で と らな の 対象 私度 る 。 仏教 たの く 、 弘 の ため 伝 あ 
り
 、
そ
の
か
ぎ
り
で
常
に
八
集
団
 V
 に
吸
収
・
併
呑
 さ
 れ
か
れ
な
い
、
一
時
的
な
八
個
 V
 で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
 う
 が
い
い
だ
ろ
う
。
 

は
い
え
、
な
か
ば
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
 も
 、
集
団
の
樺
桔
か
ら
解
放
さ
れ
た
個
人
が
直
面
す
る
 世
 界
は
 、
そ
れ
ま
で
 

統
的
 ・
閉
鎖
的
世
界
と
は
異
質
の
論
理
に
よ
う
な
け
れ
 ば
 了
解
不
可
能
な
世
界
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
は
ず
 で
あ
っ
て
、
そ
の
 

の
 新
し
い
論
理
体
系
と
し
て
仏
教
は
ま
た
と
な
い
六
如
 V
 の
枠
組
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
 0
 そ
し
て
、
こ
の
よ
 う
な
い
わ
ば
八
個
 

教
 Ⅴ
と
は
別
に
、
よ
り
伝
統
的
な
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
 仏
教
受
容
が
こ
の
時
代
の
仏
教
の
主
流
を
な
し
て
い
た
の
 は
 言
 う
 ま
で
も
な
 

そ
の
よ
う
な
八
集
団
の
仏
教
 V
 で
は
、
仏
教
以
前
の
呪
 術
的
 ・
神
秘
的
宗
教
意
識
の
延
長
上
で
 

壊
災
招
 福
の
仏
教
 儀
礼
が
採
用
さ
れ
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
後
者
の
仏
教
受
容
に
お
い
て
は
、
 

仏
 教
 以
前
と
の
世
界
観
的
断
絶
は
基
本
的
に
は
起
っ
て
い
な
 い
の
で
あ
っ
て
 
、
 

は
文
字
通
り
「
隣
国
の
蕃
神
」
で
あ
り
、
出
自
こ
そ
ち
 が
っ
て
も
仏
と
古
来
の
天
神
地
祇
と
は
併
存
し
う
る
も
の
 で
あ
っ
た
の
で
あ
 

し
た
が
っ
て
、
律
令
支
配
 属
 の
こ
う
し
た
八
集
団
の
仏
 教
 V
 か
ら
す
れ
ば
、
律
令
制
の
諸
矛
盾
が
現
出
さ
せ
た
 浮
 浪
の
徒
も
し
く
は
 

僧
 た
ち
の
奉
ず
る
八
個
の
仏
教
 V
 は
、
思
想
史
的
に
み
 て
も
異
質
の
基
盤
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
政
治
的
 に
は
常
に
弾
圧
 の
 

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

ョ
 霊
異
記
 臼
 に
お
け
る
夢
の
私
 的
 性
格
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
思
想
史
的
背
景
が
存
し
た
 と
 見
 た
 げ
れ
ば
な
 

 
 

 
 



た
め
の
前
提
作
業
と
し
て
、
日
霊
異
記
 し
 の
各
説
話
に
 
お
い
て
夢
が
担
っ
て
い
る
機
能
に
即
し
て
若
干
の
類
型
化
 を
 試
み
て
み
た
い
。
 

ま
ず
最
初
に
、
こ
れ
ら
㍉
霊
異
記
 ヒ
 の
夢
説
話
 十
 例
中
 の
 四
例
を
数
え
る
定
型
的
説
話
 群
 
（
 
中
ト
 
・
中
 銘
 
・
下
花
 

・
下
刻
）
の
存
在
に
 

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
ロ
 
類
型
 

I
U
 

。
そ
れ
は
、
 

現
 世
 で
の
悪
業
の
ゆ
え
に
死
後
畜
生
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
 

そ
の
苦
界
か
ら
の
脱
出
 

を
 僧
な
ど
に
懇
願
す
る
と
い
，
 @
<
 
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
 四
例
の
説
話
構
成
を
図
表
化
し
て
示
せ
ば
以
下
の
と
お
り
 で
あ
る
。
 

結
果
 

夢
の
受
信
者
 

発
信
者
の
現
況
 

夢
の
発
信
者
 

東
人
に
よ
る
免
罪
 め
皇
 
=
 
口
で
 

中
坊
高
橋
 連
 東
人
の
亡
母
子
の
も
の
を
 楡ん
 で
 牡
牛
に
生
呑
ん
だ
く
れ
の
乞
者
 

牛
は
死
ぬ
 

ま
れ
か
わ
っ
て
い
る
 

檀
越
ら
が
 講
 経
 し
 牛
は
行
 

寺
 の
 葉
 分
の
酒
を
貸
り
た
ま
ま
寺
の
檀
越
岡
田
村
 主
石
人
 

中
 ㏄
物
部
 麿 

方
 を
く
ら
ま
す
 

死
に
、
牛
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
 

労
役
に
従
事
し
て
い
る
 

邪
婬
の
報
い
で
死
後
肉
体
的
苦
 

寂
林
 法
師
 

子
の
造
仏
写
経
に
よ
っ
て
 

干
拓
 

横
 匹
目
戒
刀
自
 女
 

罪
を
免
れ
る
 

痛
を
受
け
て
い
る
 

経
典
読
話
に
よ
っ
て
救
わ
 

仏
教
徒
抑
圧
の
ゆ
え
に
候
の
身
大
安
寺
の
僧
 恵
勝
 

下
拙
東
天
竺
国
の
大
王
 

れ
る
 

を
 受
け
る
 

ま
ず
初
め
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
 こ れ
ら
の
夢
の
発
信
者
と
受
信
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
 あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 

夢
の
発
信
者
は
死
後
の
苦
境
か
ら
の
脱
出
を
現
世
の
人
 物
 に
向
け
て
乞
 う
 の
で
あ
る
が
、
そ
の
夢
の
受
信
者
が
こ
 れ
ら
四
例
す
べ
て
を
 通
 

じ
て
、
発
信
者
の
遺
族
等
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
第
三
者
 の 仏
教
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夢
を
見
る
者
に
 と
っ
て
 、
 夢
に
出
て
来
 

る
 人
物
は
あ
く
ま
で
未
知
の
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

死
 者
の
遺
族
た
ち
を
さ
し
お
い
て
彼
ら
か
ら
の
救
済
要
請
 を
 受
信
し
た
者
は
、
 
こ
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応
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
夢
を
見
る
手
続
き
の
こ
の
 

よ
う
な
方
法
化
・
意
識
化
の
 37 

れ
ら
四
例
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
 

僧
 、
法
師
、
乞
者
、
 

檀
 越
 で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
法
師
と
乞
者
と
は
、
い
わ
ゆ
る
 

私
度
僧
と
同
じ
律
令
 

体
 

制
か
ら
の
疎
外
者
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
 

ょ
 彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
で
の
仏
教
者
で
あ
り
、
そ
 

う
 し
た
仏
教
者
の
資
格
の
 

ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
夢
の
受
信
者
た
り
え
た
の
で
あ
る
。
 

す
 な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
悪
報
を
被
っ
て
い
る
者
の
苦
境
を
 

理
解
し
、
そ
の
窮
境
 

か
 

ら
の
脱
出
方
法
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
指
示
し
 

ぅ
る
と
 
さ
れ
る
者
（
つ
ま
り
こ
こ
で
は
仏
教
者
）
だ
け
が
、
こ
の
 

ぬ
済
 
要
請
の
受
信
者
た
 

 
 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
彼
ら
仏
教
 

者
は
、
こ
こ
で
は
夢
を
見
る
特
権
者
と
し
て
登
場
し
て
き
 

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
 

は
、
 
彼
ら
仏
教
者
た
ち
は
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
神
人
 

交
渉
の
一
方
式
と
し
て
祭
式
化
さ
れ
た
夢
を
見
る
天
皇
も
 

し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
 

者
た
ち
と
同
じ
位
置
を
占
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 

神
話
に
お
け
る
天
皇
が
み
ず
か
ら
の
祖
神
と
し
て
の
 

天
 神
 た
ち
と
の
交
渉
経
路
 

を
 夢
に
求
め
、
い
わ
ば
八
面
 

V
 の
原
理
に
よ
っ
て
夢
を
 

見
る
特
権
者
た
り
え
て
い
た
の
に
た
い
し
、
口
車
一
正
 

異
 -
 
記
ヒ
 
の
 仏
教
者
た
ち
は
、
 

仏
 

教
 と
い
う
信
仰
体
系
の
或
る
部
分
に
み
ず
か
ら
参
与
 

す
 る
こ
と
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
超
自
然
的
な
八
カ
 

V
 に
 ょ
 っ
て
、
救
済
 

要
珪
輻
 

の
 %
 
安
 

 
 

 
 

 
 

夢
 、

し
己
 

，
 
」
 
"
 
 
は
 、
い
ま
だ
土
日
 

・
 ゅ
識
化
 、
、
 

・
方
法
化
の
段
階
以
前
の
 

わ
ば
即
自
的
な
八
方
 

V
 は
 と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
 

ぅ
か
 
。
す
な
 
ね
 ち
、
両
者
の
 

異
 

桶
夢
捧
外
か
捧
椿
か
榔
姻
が
 

前
述
の
ご
と
く
生
得
的
 

自
然
的
と
後
天
的
・
意
識
的
と
い
う
よ
 

う
 に
互
い
に
 

対
 照
 的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
 

  



差
違
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
記
紀
の
夢
が
す
で
に
 

そ
の
熟
成
 

期
 に
到
達
し
た
時
点
で
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
 

、
そ
し
て
一
方
 

ョ
 
幸
一
皿
 

異
 

記
 L
 の
夢
が
仏
教
受
容
の
初
難
に
あ
た
る
夢
で
あ
っ
て
 

、
 い
ま
だ
そ
れ
 

ゼ
 方
法
化
・
意
識
化
し
て
い
く
熟
成
時
間
 

が
 不
充
分
で
あ
っ
た
こ
 

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
 

よ
う
に
、
律
令
期
の
寺
院
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
王
朝
 

期
の
仏
教
寺
院
が
 

、
救
 

済
財
 
と
し
て
の
夢
を
独
占
的
に
管
理
・
販
売
し
て
い
く
，
 

」
と
に
な
る
の
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ヨ
霊
異
記
 

し
 に
お
い
て
夢
は
そ
の
 

件
 

枠
を
仏
教
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
 

夢
 そ
の
も
の
が
仏
教
寺
院
も
し
く
は
仏
教
僧
の
管
理
下
に
お
 

か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
 

た
 
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
古
代
王
権
の
祭
祀
 

王
 に
よ
 
っ
て
夢
が
独
占
・
管
理
さ
れ
て
い
た
時
代
と
、
仏
教
に
よ
 

る
 
夢
の
管
理
が
徹
底
す
 

る
 王
朝
潮
と
の
は
ざ
ま
に
あ
ら
わ
れ
た
い
わ
ば
六
夢
 

の
 
自
由
化
 

V
 の
時
期
に
、
こ
の
ョ
霊
異
記
口
は
位
置
し
て
い
 

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
 

ハ
 
類
型
 
I
U
 
と
し
て
ま
と
め
 

た
 四
例
の
救
済
要
請
の
夢
が
 

、
 夢
を
見
る
者
の
特
権
的
 

位
 置
 に
お
い
て
 

-
 
記
紀
 

神
 

話
 と
共
通
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
方
法
化
に
お
い
て
い
 

ま
だ
仏
教
に
よ
る
体
系
化
を
こ
 

う
 な
っ
て
い
な
い
事
実
を
 

み
て
き
た
が
、
同
じ
よ
 

 
 

 
 

 
 

よ
に
 

L
 
し
か
に
、
口
車
五
具
 

記
白
 
の
こ
れ
ら
 

自
 
類
型
 
l
l
U
 

の
 
古
互
 

の
 
発
信
者
が
等
し
く
死
者
で
あ
っ
て
（
典
型
的
に
は
死
後
 

畜
生
男
に
転
生
し
た
も
 

の
 
）
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
住
処
が
冥
界
（
畜
生
 

界
 ）
で
 
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
い
す
る
。
記
紀
の
天
 

皇
 た
ち
は
あ
く
ま
で
も
 

祖
神
と
し
て
の
天
神
と
交
渉
を
持
っ
た
の
で
あ
っ
て
 

、
そ
 
れ
は
決
し
て
幽
明
境
を
異
に
す
る
生
者
と
死
者
と
の
 

交
 渉
 で
は
な
か
っ
た
は
ず
 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
霊
異
記
し
に
お
い
て
夢
は
神
と
 

人
 と
の
交
渉
経
路
で
あ
る
よ
り
も
、
死
者
（
冥
界
）
 

と
生
 
者
（
現
世
）
と
の
交
渉
 

経
路
で
あ
る
。
等
し
く
夢
は
他
界
通
信
で
あ
り
な
が
ら
 

日
霊
異
記
 

目
 に
お
い
て
そ
の
他
界
は
よ
り
強
く
死
後
の
 

世
界
と
し
て
の
他
界
に
 

 
 

な
く
、
死
後
の
世
界
Ⅱ
冥
界
（
畜
生
男
）
に
一
定
の
世
界
 

観
か
ら
す
る
意
味
づ
 

け
 

問
譚
 
の
ご
と
く
、
死
の
世
界
は
ひ
た
す
ら
醜
悪
で
あ
り
、
 

忌
避
す
る
ほ
か
な
い
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
し
ば
 

し
ば
指
摘
さ
れ
る
 

よ
う
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日 木霊異記 コ 

な
が
ら
、
そ
の
後
の
精
神
史
の
中
で
、
つ
ね
に
死
の
世
 

界
を
想
定
す
る
こ
と
が
日
本
人
の
行
動
様
式
の
基
底
に
な
 

っ
て
い
く
趨
勢
の
因
の
 

一
 つ
が
 、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
現
世
と
冥
界
と
の
相
互
 

理
 解
 と
い
う
思
考
の
う
ち
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
間
 

違
い
な
い
。
 

 
 

  

 
 

 
 

に
 、
神
話
に
あ
ら
わ
れ
た
冥
界
は
現
世
と
の
往
来
を
拒
 ま
な
 い
 ご
と
く
、
そ
の
境
界
が
不
明
瞭
か
っ
連
続
的
で
あ
 り
 、
こ
の
世
と
他
界
と
 

 
 

は
 空
間
的
に
併
存
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
 じ
 つ
む
し
ろ
神
話
的
世
界
観
に
お
い
て
、
現
世
と
冥
界
と
 は
 少
な
く
と
も
心
理
的
 

に
は
断
絶
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
現
世
と
死
後
の
世
 界
 と
の
間
に
相
互
理
解
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
現
世
と
冥
界
と
の
心
理
的
断
絶
を
解
消
し
た
 も
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
仏
教
の
輪
廻
転
生
的
世
界
観
で
あ
 っ
た
 。
そ
こ
で
は
 生
 

0
 世
界
は
そ
の
裏
側
に
つ
ね
に
死
の
世
界
を
字
ん
で
い
る
 の
で
あ
り
、
た
ん
に
死
を
綴
れ
と
し
て
忌
避
し
て
事
足
 り
る
わ
 げ
に
は
い
か
な
 

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
死
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
た
 生
 が
こ
こ
に
出
現
す
る
。
仏
教
の
悠
久
の
時
間
観
念
の
中
で
 は
 、
現
在
の
生
の
世
界
 

は
か
え
っ
て
永
遠
の
死
の
世
界
（
Ⅱ
現
世
を
超
え
た
 世
 界
 ）
の
影
の
ご
と
 ぎ
 も
の
で
す
ら
あ
っ
た
。
「
霊
異
記
」
 の
夢
が
冥
界
通
信
的
 機
 

能
を
前
面
に
出
し
て
く
る
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
 世
 界
 観
の
変
容
が
存
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 す
 な
わ
ち
仏
教
は
 、
 夢
を
 

媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
た
ん
に
嫌
悪
と
 忌
 避
の
対
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
死
の
世
界
を
、
了
解
可
能
な
 次
元
内
に
再
構
成
す
る
 

こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
死
の
世
界
と
生
の
 世
界
と
の
相
互
理
解
は
、
こ
れ
ら
四
例
の
夢
に
お
い
て
 典
型
的
に
実
現
さ
れ
て
 

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
死
の
世
界
か
ら
送
ら
れ
て
く
 6
 通
信
は
 、
 生
の
世
界
に
属
す
る
仏
教
者
（
こ
の
通
信
 を
 受
取
る
特
権
的
技
術
 

者
 ）
に
よ
っ
て
過
不
足
な
く
解
読
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
 る
 適
切
な
処
置
が
講
じ
ら
れ
、
死
の
世
界
か
ら
の
要
請
が
 か
な
え
ら
れ
る
こ
と
に
 

な
る
。
現
世
と
冥
界
と
は
こ
こ
に
親
和
的
な
関
係
を
結
 ぶ
 は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
冥
界
は
、
「
霊
異
記
 し
 の
 数
多
く
の
蘇
生
説
話
 

39@ (39) 



前
節
で
や
や
詳
し
く
ふ
れ
た
 
ハ
 
類
型
 

I
U
 

の
四
例
の
夢
 が
 、
「
幸
一
五
果
 

記
口
 独
自
の
冥
界
観
か
ら
す
る
生
の
世
界
と
 死
の
世
界
と
の
交
渉
 

相
互
理
解
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
 次
 に
ハ
 類
型
 芭
 と
し
て
抽
出
す
る
 中
 ㏄
と
下
総
は
 、
近
 観
 者
に
対
す
る
危
難
 予
 

告
の
夢
で
あ
っ
て
、
記
紀
神
話
で
は
「
 垂
 仁
紀
」
に
 
載
 せ
ら
れ
た
秋
穂
彦
の
反
乱
を
予
告
す
る
 事
 
（
注
 6
 の
四
）
 
に
っ
 た
が
る
も
の
で
あ
 

る
 。
 

夢
の
受
信
者
 

危
難
の
内
容
 

危
難
回
避
の
方
策
 

結
果
 

し
る
し
 

中
初
 

添
上
郡
山
村
里
の
女
 

娘
 に
悪
し
き
瑞
相
 
（
内
容
不
明
）
講
経
 

家
屋
倒
壊
の
難
を
免
れ
る
 

は
ら
へ
 

下
 ㏄
藤
原
家
 依
 

父
 水
手
が
兵
士
に
拉
致
さ
れ
る
 

謝
み
除
 
（
実
行
さ
 れ
ず
 ）
地
獄
に
堕
ち
 責
昔
 を
受
け
る
 

垂
 仁
の
夢
重
任
 

不
明
（
皇
后
が
謀
叛
を
告
白
）
 

謀
叛
の
鎮
圧
 

こ
の
よ
う
に
ロ
類
型
Ⅱ
 U
 の
夢
に
あ
っ
て
は
夢
の
発
信
者
 が
 必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
た
だ
 申
 ㏄
で
は
、
娘
が
 危
難
を
回
避
す
る
と
 

き
に
あ
ら
わ
れ
た
「
 
セ
の
 法
師
」
が
そ
れ
に
 当
 る
か
 も

し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
 娘
 じ
し
ん
は
こ
の
奇
蹟
を
「
 天
 地
 の
 助
 」
だ
と
す
る
 

し
 、
ま
た
貴
戚
 は
 、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
 諦
経
の
 力
 、
三
宝
の
護
念
」
だ
と
仏
教
的
に
考
え
て
い
る
。
い
ず
 れ
に
し
て
も
こ
の
中
 初
 

の
夢
は
仏
菩
薩
か
ら
与
え
ら
れ
た
 夢
 
（
後
述
の
口
類
型
 m
 口
 ）
と
い
う
側
面
を
も
併
せ
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
 

し
か
し
、
記
紀
の
垂
 

仁
の
夢
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
一
般
の
夢
の
事
例
に
お
 い
て
も
予
知
事
と
し
て
普
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
こ
の
類
 型
が
 、
「
霊
異
記
 ヒ
解
 

釈
 に
独
自
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
 に
 仏
教
的
な
意
味
が
付
会
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
夢
の
基
 本
 的
機
能
に
お
い
て
は
 

一
般
的
事
例
に
属
す
る
も
の
と
見
て
い
い
。
 

五 

(40)@ 40 



棉
 
位
置
を
占
め
る
悔
過
の
行
が
救
済
の
具
と
し
て
の
 

夢
 と
結
び
つ
い
て
い
く
端
緒
が
、
こ
の
丹
治
比
の
持
経
者
 

の
 説
話
に
明
確
に
形
を
あ
ら
㎝
 

印
 
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
夢
が
 

祭
祀
王
の
独
占
的
管
理
か
ら
解
放
さ
れ
、
八
集
団
 

V
 の
 古
 
ダ
が
 
個
人
化
さ
れ
て
い
っ
た
 
自
 

 
 

萌
芽
的
に
現
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
 

の
 正
統
的
儀
礼
体
系
の
中
に
 

 
 

さ
ら
に
 
ロ
 
類
型
Ⅲ
 ロ
 と
し
て
は
 上
 m
 と
下
 ㏄
の
二
例
が
 、
 仏
菩
薩
か
ら
与
え
ら
れ
る
夢
と
し
て
抽
出
で
き
る
。
 そ
 の
う
ち
 下
 ㏄
の
 景
戒
 

の
 見
た
二
度
に
わ
た
る
夢
に
つ
い
て
は
前
稿
で
 詳
 

め
 
れ
ゆ
え
こ
こ
に
は
、
 n
 
類
型
 I
U
 の
冥
界
通
信
に
お
 し

く
述
べ
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
ふ
れ
る
に
 

い
て
は
、
記
紀
神
話
の
天
皇
た
ち
の
夢
と
異
な
っ
て
ま
っ
 と

ど
め
る
。
 下
 ㏄
の
第
一
回
 

た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
 、
夢
 

目
の
夢
は
景
 成
 じ
し
ん
も
観
音
菩
薩
の
夢
 告
 だ
と
解
し
、
 悪
を
斥
 け
 善
を
修
す
る
仏
教
信
仰
者
の
生
き
方
へ
の
 誘
 い
だ
と
捉
え
る
の
だ
 

が
 、
第
二
回
目
の
夢
告
を
彼
は
神
秘
的
な
八
表
 相
 V
 だ
 と
 解
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
一
回
目
の
観
音
菩
薩
の
 夢
告
 が
景
 戒
 な
し
て
 仏
 

教
 者
と
し
て
回
心
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
 夢
 は
そ
の
限
り
で
充
分
に
そ
の
役
割
を
果
し
た
と
い
え
る
 だ
ろ
う
。
 

次
に
上
㎎
で
あ
る
が
、
丹
治
比
の
氏
の
持
経
者
が
法
華
 経
を
話
す
る
の
に
た
だ
一
字
の
み
 暗
 話
す
る
こ
と
が
で
 き
 ず
 、
そ
の
た
め
に
 観
 

昔
 悔
過
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
 、
 夢
の
中
で
あ
る
 人
 に
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
生
の
父
母
と
実
際
に
 遊
遁
し
 、
一
字
だ
け
 憶
 

え
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
も
明
ら
か
と
な
り
、
悔
過
の
 目
的
も
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
夢
 は
 、
み
ず
か
ら
が
陥
っ
た
 窮
 

境
 
（
こ
の
場
合
は
法
華
経
説
諦
の
不
完
全
さ
）
か
ら
 
脱
 出
す
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
観
音
悔
過
の
結
果
と
し
て
も
 た
ら
さ
れ
た
 夢
 、
す
な
 

ね
 ち
、
 下
 ㏄
の
夢
と
同
じ
く
、
観
音
菩
薩
か
ら
与
え
 ろ
 れ
た
夢
で
あ
っ
た
。
（
た
だ
し
 下
 ㏄
で
は
、
 夢
 告
の
事
後
 解
釈
に
お
い
て
 景
戒
が
 

観
音
の
変
化
に
想
到
し
た
の
で
あ
っ
て
、
事
前
に
景
 戒
 と
 観
音
と
の
関
わ
り
は
な
か
っ
た
。
）
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
 ら
の
夢
は
、
「
神
武
即
位
 

前
紀
 」
の
夢
が
神
武
軍
の
窮
境
を
救
っ
た
よ
 う
 に
 、
丹
 治
 比
の
持
経
者
や
景
戒
の
窮
境
を
救
 う
 夢
で
あ
っ
た
。
 そ
 し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
 

に
 、
こ
の
丹
治
比
の
持
経
者
の
場
合
、
彼
じ
し
ん
は
み
ず
 か
ら
の
観
音
悔
過
の
行
と
夢
と
の
関
連
を
そ
れ
と
し
て
 自
覚
し
て
は
い
な
い
ら
 

し
 い
 に
し
て
も
、
説
話
展
開
上
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
夢
 が
 観
音
悔
過
を
因
と
し
て
結
果
し
た
夢
で
あ
る
こ
と
は
間
 違
い
な
い
だ
ろ
う
。
 そ
 

曲
ダ
 



以
上
、
「
霊
異
記
口
の
夢
 
十
 例
の
う
ち
八
例
を
三
つ
の
類
 型
に
分
類
し
て
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
 き
た
が
、
残
る
二
例
 

は
 、
 峯
並
異
記
ロ
の
 説
話
類
型
か
ら
見
た
場
合
、
こ
れ
ま
 で
の
八
例
の
よ
う
に
当
該
説
話
に
お
い
て
必
ず
し
も
 夢
 が
 本
質
的
な
機
能
を
も
 

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
 山
 寺
の
吉
祥
天
 像
 と
優
婆
塞
と
の
交
情
を
扱
 う
中
 ㎎
で
あ
 る
が
、
こ
れ
は
「
霊
異
記
 口
 

の
 重
要
な
説
話
類
型
の
一
つ
で
あ
る
仏
像
霊
異
 譚
と
考
，
 ぇ
 ら
れ
る
。
そ
れ
ら
数
多
く
の
仏
像
霊
異
 譚
 の
う
ち
、
 と
 り
 わ
 け
 こ
の
中
 B
 と
深
 

く
 関
連
す
る
も
の
は
、
 
中
 M
.
 

中
巳
・
 

中
 蛇
の
三
例
で
 あ
る
。
 

ま
ず
こ
の
中
は
の
次
に
続
く
中
Ⅱ
は
、
あ
る
貧
し
い
 女
 王
が
 宴
を
催
す
こ
と
も
で
 き
ず
 吉
祥
天
女
傑
 に
 窮
状
を
 ぅ
 っ
 た
え
た
と
こ
ろ
、
 

故
京
の
乳
母
が
珍
貴
な
食
物
を
運
ん
で
き
て
く
れ
、
 そ
 の
 礼
に
と
客
た
ち
か
ら
贈
ら
れ
た
衣
を
乳
母
に
与
え
た
の
 だ
が
、
実
は
そ
の
衣
は
 

 
 

吉
祥
天
女
傑
に
か
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
 。
つ
ま
り
吉
祥
天
は
み
ず
か
ら
乳
母
の
姿
に
変
化
し
て
 女
 王
の
窮
状
を
救
い
、
 
ほ
 

か
な
ら
ぬ
そ
の
証
し
と
し
て
、
女
王
が
乳
母
に
与
え
た
 衣
を
着
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
巳
 は
 、
父
母
に
死
 な
れ
た
あ
る
娘
が
 、
婚
 

約
 者
に
与
え
る
食
物
も
な
い
た
め
観
世
音
菩
薩
の
像
に
 祈
る
と
、
隣
家
の
乳
母
が
御
馳
走
を
も
っ
て
 き
 て
く
れ
た
 
の
で
、
な
け
な
し
の
 
汚
 

"
"
;
"
"
"
"
 

「
霊
異
記
 ヒ
 の
時
代
に
あ
っ
て
、
仏
教
は
早
く
も
こ
の
 個
 大
化
さ
れ
た
夢
を
み
ず
か
ら
の
管
轄
 下
 に
お
く
べ
く
 始
 勤
 し
て
い
た
と
見
る
こ
 

 
 

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
さ
 い
 、
こ
の
悔
過
付
が
 、
薬
 師
 悔
過
で
も
阿
弥
陀
悔
過
で
も
な
く
、
観
音
悔
過
で
あ
 っ
 た
こ
と
は
、
王
朝
朗
 

の
 仏
教
寺
院
に
よ
る
夢
の
管
理
が
ほ
と
ん
ど
後
の
観
土
日
笠
 

口
場
 寺
院
（
長
谷
寺
・
石
山
寺
・
六
角
堂
・
清
水
寺
等
）
 に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
 

い
っ
た
消
息
を
暗
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
 下
 ㏄
 0
 景
戒
の
夢
先
口
が
観
音
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
 

考
え
合
せ
る
な
ら
、
 
観
 

昔
 と
夢
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
伝
え
て
い
る
に
ち
が
い
 よ
 
力
 、
。
 

Ⅰ
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丁日本霊異記 コ 

最
後
に
下
バ
 は
 、
道
心
な
く
 樫
貧
 な
田
中
真
人
床
虫
 女
 が
み
ず
か
ら
の
悪
業
の
ゆ
え
に
地
獄
に
堕
ち
る
さ
ま
を
 夢
 に
 見
、
そ
の
日
す
ぐ
 

 
 

 
 
 
 

 
 

に
 死
ん
で
牛
に
生
ま
れ
 変
 る
が
、
家
族
た
ち
の
追
福
 儀
 礼
 に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
「
霊
異
記
し
に
は
、
仮
死
状
態
の
あ
い
だ
に
 堕
 地
獄
を
体
験
し
、
家
族
等
の
追
善
供
養
や
生
前
の
善
巧
 徳
な
ど
に
よ
っ
て
 生
 

㎎
 

こ
れ
ら
三
例
を
中
 照
と
 比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
の
女
 た
ち
が
仏
像
に
懇
願
し
た
も
の
が
食
物
や
銭
で
あ
っ
た
の
 に
 対
し
、
 中
 ㎎
の
 優
 

婆
 塞
は
吉
祥
天
女
傑
 に
己
 れ
の
性
欲
の
充
足
を
祈
願
し
 、
 そ
れ
ぞ
れ
に
願
い
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
 し
 一
万
は
現
実
に
天
女
 

菩
薩
の
変
化
身
の
働
き
で
、
一
方
は
夢
の
中
で
。
し
か
 し
 結
果
は
い
ず
れ
も
、
衣
や
馬
の
尿
、
ま
た
精
液
が
「
 物
証
 一
 と
し
て
仏
像
に
 

付
着
し
て
い
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
仏
菩
薩
の
厳
然
た
る
 霊
 異
 が
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
優
姿
 塞
が
夢
の
中
で
天
女
と
 

交
わ
っ
て
欲
望
を
排
泄
し
た
行
為
は
、
乳
母
か
ら
食
物
 を
 与
え
ら
れ
て
衣
を
返
礼
と
し
て
贈
る
行
為
と
ま
っ
た
く
 等
価
的
構
造
を
な
し
て
 

い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
霊
異
記
口
の
仏
像
 毒
 
五
具
譚
の
様
式
か
ら
み
れ
ば
、
天
女
と
の
交
接
は
夢
で
あ
 る
 必
要
は
さ
ら
さ
ら
な
 

く
 、
か
え
っ
て
現
実
の
天
女
の
変
化
身
と
の
交
接
で
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
三
例
の
 仏
像
霊
異
 譚
 と
の
関
連
 

に
お
い
て
優
婆
塞
の
夢
の
役
割
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
 夢
は
明
ら
か
に
、
仏
菩
薩
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
た
祈
願
 に
 対
す
る
仏
菩
薩
の
側
 

か
ら
の
応
答
で
あ
っ
て
、
そ
の
応
答
を
受
け
容
れ
る
 場
 と
し
て
夢
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
 こ
の
夢
も
ま
た
、
説
話
 

構
成
上
は
必
ず
し
も
本
質
的
で
ほ
な
い
が
、
窮
境
に
陥
 っ
 た
も
の
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
夢
な
の
で
あ
っ
て
 、
そ
 う
 い
う
意
味
に
お
い
て
 

曄
ハ
 類
型
 m
 ロ
 の
夢
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
 

れ
た
衣
を
返
礼
に
与
え
た
が
、
や
は
り
観
音
の
像
が
そ
 の
 衣
を
着
て
い
た
、
と
す
る
。
 中
佗
は
 、
や
は
り
貧
し
く
 て
 九
人
の
子
供
を
養
 う
 

に
 窮
迫
し
て
い
た
女
が
千
千
 鶴
 昔
の
像
に
福
分
を
願
っ
て
 い
た
と
こ
ろ
、
脚
に
馬
の
灰
を
つ
け
た
妹
が
思
い
が
け
 な
く
尋
ね
て
ぎ
て
 皮
櫃
 

を
 預
け
て
い
 き
 、
い
つ
ま
で
も
取
り
に
来
な
い
の
で
 皮
 櫃
を
 開
け
た
ら
 銭
 百
貫
が
入
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
も
 観
音
の
像
の
脚
に
馬
の
 

（
Ⅱ
 
-
 

灰
 が
つ
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 



ぎ
 還
り
、
地
獄
の
あ
り
さ
ま
を
報
告
す
る
話
が
数
多
く
 あ
り
（
 上
 ㏄
，
 中
 5
 
,
 
中
 7
 
.
 
中
騰
 
・
中
り
・
 中
乃
 
・
 下
 9
 
.
 
下
 ㌶
・
 下
捲
 
・
 下
 

%
 ）
、
他
界
遍
歴
の
定
型
を
な
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
 霊
異
記
二
の
著
名
な
蘇
生
説
話
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
 さ
れ
る
智
光
の
他
界
 遍
 

歴
譚
 
（
 
中
 7
 ）
に
お
い
て
は
、
九
日
間
の
仮
死
状
態
（
 蓮
 
退
体
を
火
葬
に
付
さ
な
い
期
間
Ⅱ
 

濱
 ）
の
あ
い
だ
に
、
 
彼
 が
 行
基
を
誘
っ
た
 罪
条
 

が
 明
ら
か
に
さ
れ
、
地
獄
の
責
苦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
 瓜
生
女
の
事
例
に
お
い
て
も
、
彼
女
の
罪
条
は
智
光
 
と
 同
じ
く
「
閻
羅
王
の
 

」
み
か
・
，
で
告
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
彼
女
の
夢
の
中
 

蕨
 

の
 出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
相
違
が
あ
る
だ
け
で
、
構
造
 的
に
は
床
虫
女
の
夢
は
 

智
光
の
仮
死
状
態
と
等
価
で
あ
っ
て
、
と
も
に
 八
脱
魂
 V
 
 （
Ⅱ
遊
離
魂
）
現
象
の
主
要
な
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
 
0
 し
た
が
っ
て
「
霊
異
 

記
ヒ
の
 説
話
類
型
か
ら
す
れ
ば
、
床
虫
女
の
夢
は
必
須
 の
 要
件
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
仮
死
状
態
に
よ
っ
て
 代
 脅
 さ
れ
 ぅ
 る
も
の
で
あ
 

っ
た
 。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
夢
の
役
割
は
本
質
的
な
も
の
で
は
 な
く
、
下
あ
は
蘇
生
説
話
の
一
変
種
に
ほ
か
な
ら
な
い
  
 

そ
こ
で
、
「
霊
異
記
 ヒ
で
 十
例
中
四
例
の
最
大
の
比
重
 を
も
つ
畜
生
男
（
Ⅱ
他
界
・
冥
界
）
か
ら
の
救
済
要
請
の
 夢
穴
 類
型
 

I
U
 

）
 と
 

比
較
し
て
み
た
場
合
、
広
空
女
の
夢
を
含
め
た
蘇
生
 説
 話
 が
現
世
か
ら
他
界
に
向
け
た
発
信
経
路
を
形
成
し
て
い
 る
の
に
た
い
し
、
 

n
 
類
 

型
 １
ロ
の
夢
が
他
界
か
ら
現
世
に
向
け
て
送
ら
れ
て
く
 る
 救
済
要
請
の
受
信
経
路
で
あ
っ
て
、
両
者
が
ひ
と
し
く
 他
界
通
信
の
機
能
を
も
 

ち
な
が
ら
、
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
対
照
的
で
あ
る
こ
 と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
残
る
危
難
 予
告
の
夢
 穴
 類
型
Ⅱ
 じ
 

も
 、
仏
菩
薩
か
ら
送
ら
れ
る
 夢
 
（
 ロ
 
類
型
 m
 ピ
も
、
す
 べ
て
が
他
界
（
 註
照
で
 述
べ
た
 よ
う
 に
、
神
仏
の
世
界
と
 冥
界
と
の
区
別
が
「
手
並
 

異
記
 目
で
は
明
瞭
で
な
い
。
）
か
ら
現
世
へ
と
い
う
方
向
 
性
 に
お
い
て
は
一
例
た
り
と
も
例
外
は
な
い
の
で
あ
る
 
し
た
が
っ
て
、
シ
ャ
 

マ
ニ
ズ
ム
研
究
が
伝
え
る
 八
脱
魂
 V
 と
 八
 %
 依
 V
 の
対
極
 的
な
特
質
が
、
そ
れ
ぞ
れ
 八
 仮
死
状
態
 V
 
 （
Ⅱ
 濱
 ）
 と
 六
夢
 V
 に
対
応
す
る
こ
 

と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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日本霊異記 囲 の夢 

  ほ の は 的   （ （ （ 旺 
3  2  1 

あ 論 大 要 『 
事 ゑゑ と と献をら））） っ 理 き 素 目 

  た な い を 木 霊異 らし 夢に り 払拭 

い 即 諭 し 記 
入 し で て L 
  て は は の 

九 若 こ い 夢 は記 千明世紀 れ ろ 尤 し ょ、 の 宗 己 らかの の夢 し、 示   記濠 で 五缶」 綱的霊 教 に の ま 夢 
ぽ、 し 諸 た と 

想 た 機 仏 王 
は っ 能 教 朝 
と も を に 期 
つ り と よ の 
て て   り っ 夢 

例き 
見 あ あ て と 

を 
  

八巻 

す 。 ず が る 

神 「 
こ そ 三 ら い 

武 と し 項 み だ 

  
佳 - め で、 てにとに 類 9 位 

肌紀 

  す きた 置 こ う 型化 こ さ 

の 昭十 
い し し れ る 

そ 
部 た て て 過 

れ 分 掌 検 も 渡 
を 

で 情 詩 い 期 

も 
    の夢 あ が し、 亡し ょ、 
  た 古 品 。 て   
代 
表 

そ あ 

さ 
こ代霊 との 呉 れる 

せ 
も 精 記 ゆ   

ナ， @ ま 神 口 え そ 

が @ ち 史 が に れ 
が に も ョ は 

補 
足 
  いまだ し尤し ょ、 、 おいて ってい 圭一皿 託 異 - 
  
  

よ - る ヒ 神 

次 
う つ 説 の 話 

に で の 話 夢 的 

数 あ 転 構 の   

個   る 国 威 振 呪 
の 」 の夢 え 。 点 上 幅 術 

45@ (@45@) 

お
わ
り
に
 



（
 8
 ）
 

（
 9
 ）
 

西
郷
、
前
掲
「
夢
を
信
じ
た
人
々
」
。
た
だ
し
日
日
本
霊
異
記
 ヒ
 に
つ
い
て
は
い
っ
さ
 い
ふ
 れ
ら
れ
て
い
な
い
。
 

北
山
茂
夫
㍉
万
葉
の
世
紀
 ヒ
 、
塩
沢
君
矢
コ
古
代
専
制
国
家
の
構
 造
 ヒ
参
照
。
 

  

ざ
 
よ
ま
は
 

 
 

み
て
日
さ
く
、
 
円
朕
 
、
神
を
礼
ふ
こ
と
 
尚
 未
だ
 尽
 な
ら
ず
や
。
 
何
ぞ
享
け
た
 ま
 は
 ね
 
6
4
 

  

こ
と
の
甚
し
 
ぎ
 。
莫
は
く
は
 
亦
 夢
の
裏
に
教
へ
て
、
神
恩
を
畢
 
し
た
を
へ
し
と
ま
 
ぅ
す
 。
是
の
夜
の
夢
に
 
、
 一
の
貴
人
有
り
。
 
殿
戸
に
対
 ひ
 立
ち
 

  

  

 
 

 
 

し
そ
 。
国
の
治
ら
ざ
る
は
、
 
是
 吾
が
意
 ぞ
 。
若
し
吾
が
 
児
 大
田
 日
限
子
を
以
て
 
、
 
㎝
 

ま
 
@
 
し
た
 
カ
 

た
ち
ど
 

@
 
ろ
 

吾
を
祭
り
た
ま
は
 
ば
、
 立
に
平
ぎ
な
む
。
 亦
 海
外
の
国
有
り
 
て
、
自
 づ
か
ら
に
帰
伏
ひ
な
む
 
ヒ
 と
の
た
ま
 ふ
 」
（
「
 
崇
神
紀
 」
 セ
年
 二
月
）
 

㈲
「
天
皇
の
夢
に
神
人
有
し
て
、
 
護
 へ
て
日
は
く
、
日
赤
膚
 

八
 枚
 、
 赤
矛
八
 竿
を
以
て
、
 
墨
 阪
神
を
祠
 ね
 。
 亦
 黒
眉
八
枚
、
 
里
 才
六
竿
を
以
て
 
、
大
 

 
 

阪
神
を
 -
 
祠
れ
ヒ
 

と
の
た
ま
 ふ
 」
（
「
美
神
 

紀
 」
九
年
三
月
）
 
ふ
 
」
 
@
 

㈲
「
天
皇
、
豊
威
令
、
活
慈
尊
 
に
 勅
し
て
日
は
く
 
、
コ
 
汝
等
 二
 の
子
、
慈
愛
共
に
斉
 
し
 。
知
ら
ず
、
長
を
か
 
嗣
 と
せ
 む
 。
客
夢
 み
る
べ
し
。
 
朕
 、
 夢
 

 
 

を
 以
て
占
へ
む
し
と
の
た
ま
 
ふ
 。
 ニ
の
 皇
子
、
是
に
命
を
被
 り
て
、
 浄
 沐
し
て
祈
み
て
寝
た
り
。
 
各
夢
 を
得
 つ
 。
…
…
」
 

（
「
 

崇
神
紀
 」
四
十
 

八
年
正
月
）
 

四
目
 朕
 今
は
夢
み
ら
く
、
錦
色
な
る
小
姓
、
朕
が
頸
に
 

統
 る
 。
 復
た
 大
雨
 狭
穂
 よ
り
 発
り
 来
て
面
を
濡
ら
す
と
み
つ
る
は
 

、
 是
 何
の
祥
な
ら
む
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈲
「
時
に
天
皇
、
夢
み
た
さ
は
 
く
 、
 神
 右
し
ま
し
て
 
護
へ
口
 し
た
を
は
く
、
 
q
 
武
蔵
人
強
項
・
河
内
人
茨
田
道
彩
子
二
人
を
以
 

て
 河
伯
に
祭
ら
ば
、
 

必
ず
塞
ぐ
こ
と
 
獲
 て
む
 ヒ
 と
の
た
ま
 ふ
 」
（
「
仁
徳
 

紀
 」
十
一
年
 

十
月
）
 

㈹
「
天
皇
幼
く
ま
し
ま
し
し
時
に
 
、
 
夢
に
大
有
り
て
 
云
 さ
く
 目
 天
皇
、
 
秦
 大
津
 父
 と
い
ふ
者
を
寵
愛
み
た
さ
は
 

め
ぐ
 

ば
 「
壮
大
に
及
 
り
 
 
 

ら
さ
 ひ
し
と
ま
 ぅ
す
 」
（
「
 

欽
明
 即
位
前
 紀
 」
）
 

㈹
「
 勅
 シ
テ
 日
ク
 、
昨
夜
妻
、
 
、
、
ル
ニ
 

、
八
幡
 ノ
 神
使
 来
 リ
テ
 一
 
ム
フ
 、
大
神
、
 事
ヲ
奏
セ
令
 メ
ン
ト
 為
テ
 、
尼
法
 均
ヲ
請
フ
、
 宜
 ク
波
 清
 麻
呂
、
 相
 

代
 リ
テ
 往
 キ
テ
 彼
ノ
 神
命
 ヲ
聴
ケ
ト
 
」
 尖
 続
日
本
紀
ヒ
稗
 
護
景
 雲
 三
年
九
月
）
 

（
 
7
 ）
菅
原
前
掲
論
文
参
照
。
 



『日本霊異記 コ の夢 

（
Ⅲ
）
た
だ
し
、
Ⅰ
 
壷
 一
皿
 

異
記
ヒ
 に
お
い
て
は
、
死
後
の
世
界
（
 亘
 @
 
界
 Ⅱ
地
獄
）
と
仏
菩
薩
（
 神
 ）
の
世
界
が
い
ま
だ
画
然
と
は
 区
別
さ
れ
て
は
い
な
い
。
 

た
と
え
ば
 上
 5
 の
大
部
屋
植
野
古
の
蘇
生
説
話
は
、
地
獄
で
は
 な
く
「
黄
金
の
山
」
の
他
界
遍
歴
で
あ
る
。
ま
た
地
獄
の
政
庁
 を
上
㏄
で
は
「
金
の
 

宮
 」
と
い
い
、
 下
 2
 で
は
「
黄
金
の
宮
」
と
記
す
か
た
わ
ら
、
 中
 7
 で
は
行
基
菩
薩
の
生
ま
れ
か
わ
る
宮
を
「
金
の
楼
閣
」
と
 い
い
、
 中
騰
 で
は
 慈
 

悲
 あ
っ
 い
 な
の
生
ま
れ
か
わ
る
宮
を
「
金
の
宮
」
と
記
し
て
、
 そ
れ
ぞ
れ
地
獄
へ
の
途
上
、
あ
る
い
は
地
獄
と
隣
接
し
て
い
る
 か
の
よ
う
に
述
べ
て
 

い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
「
霊
異
記
日
の
他
界
観
は
未
発
達
，
 未
 分
化
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
は
、
 上
 ㏄
・
 下
 お
 ・
 下
瞬
で
 地
獄
を
 

「
黄
泉
」
と
記
し
、
 中
 7
 で
は
「
賀
竜
太
物
」
よ
も
つ
 

@
 も
の
の
タ
フ
ー
に
も
 ふ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
神
話
的
表
象
を
払
拭
し
て
い
な
い
叙
述
 か
ら
も
明
ら
か
で
あ
 

る
 。
ち
な
み
に
こ
れ
と
類
似
の
現
象
と
し
て
は
、
 唐
臨
撰
 の
 日
 
冥
報
 記
し
に
も
地
獄
を
「
太
山
」
（
泰
山
）
と
示
す
例
が
あ
る
 
（
 
巻
中
 ・
 唐
珪
梧
の
 

項
 、
 巻
下
 ・
清
康
 抱
 の
項
な
ど
）
。
 

（
Ⅱ
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
は
 、
 妹
の
脚
で
は
な
く
 炭
櫃
の
脚
に
馬
の
灰
が
つ
い
て
い
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
 は
 観
音
が
反
情
 に
 変
化
 

し
た
こ
と
に
な
り
、
な
が
妹
に
問
い
合
わ
せ
た
の
に
知
ら
な
い
 と
 答
え
た
と
い
う
叙
述
が
浮
き
あ
が
っ
て
し
ま
う
。
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シ
 フ
 （
 
o
o
q
 

へ
険
 
）
と
い
う
真
の
存
在
 や
 、
ま
た
真
の
自
己
 あ
る
い
は
真
理
を
探
求
す
る
際
の
思
惟
の
方
法
と
み
な
 さ
れ
て
ぎ
て
い
る
と
 考
 
49   

し え と 
て た し ァ 

の へ て リ 

弁 う の ス 

トテ 証法   クレ 否定 序 

でイ的レ ト弁ス 
哲 ス 証 に 
学 が 法 ょ 

し 肯 に っ 

て 定 よ て 

弁証法 以来、 弁証 的 って、 
弁 法 き め 

創始 記 法 によ た   
  、 初 陣 

  
古代 PH （ も） た あ 人間を 、達 て 

ギリシ や イ 自己に 動や変   ェ レア （ ） うちに む れ へ 、 肌 u て @n りト 冊 
如 こ 学 

ェ の そ 派 
イ 知 其 の 
ド へ の ゼ 
ス と 実 / 

  
話術 ウ 街と と考 

序
 

一
 
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
実
存
弁
証
法
 

二
へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
認
識
と
存
在
の
弁
証
法
 

三
 
カ
ン
ト
に
お
け
る
弁
証
論
 

 
 

l ・Ⅰ l 

村
 

永
 

子 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
実
存
 弁
証
法
」
の
問
題
 



(50) 50 

の ア 弁 的 は に 
、 対 キ     

ぅ の り ず 正 美 ゴ     
と 祖 立 お 揚 存 l 

すパつねに るか。 、 ょ 弁 証に か 
キ 
  

で、 ニ 

ゴ   Ⅰ レ 

に o は   
ちへ 、 l 遠円 乾 田 よ へ   
的 歪 も 縛 め に へ 案 6 

存 弁証 永 ｜ゲ な るま のの ぬも られ 於て   法 
遍 西 に 居、 考 居、 お 
的 炊 具 准 え 惟 げ 
な の 理 し ら の る 
真 主 を よ れ 展 認 
理 流 求 う る 開 講 
の 形 め と 。 が 並 
代 面 ょ し こ そ び に うと七字わり 存 て 、 れに のま   
も し 居、 が て 在 の 

して 時 " 惟飛 と 曜キのの " そも 

間キ在 、 ュ 在る す ル ヱ もの の 発 
瞬 か が と ケ の 展     
の は る 役 船 な し 

実 正 と の て さ て の弁 存に にそ する 所謂 ょ 、 ね 、 
と の ヱ 実 概 そ 証 
っ 逆 レ 存 念 れ 法 

のよ何と弁 詰 るでに 証ゴ ケも " " らぇ 

問 う あ 大 法 l 何 れ 

  
Ⅴ @ し   ガに 理と はあこ ナ 、 ても れる めに 解明   
そ は さ ト し い す 参 
れ ど れ の   。 か 照 

題 な ろ 弁 キ   
の 求 の を ゴ そ 定 の 
糸 め 存 究 l の し 存 
ロ ら 花 め か 批 て 在 
が れ は た が 判 ぃ 乃 
与 る 、 い 彼 か な 至 

えべど らき のそ実形。 。 のらい 真 理 
れ で よ う 存 成 こ を 
る る ぅ す 分 さ の 探 
と る に る 証 れ 意 求 
考 か し こ 法 た 味 す 
え と て と を と に る 
ら い 我 に そ こ 於 た 

れ る我にっ程の 5 々 よ れろ て め の 

か 々 顕 て に へ 我 思 
ら に わ 、 徹 i 々 惟 
で と な 真 底 ゲ は 方 
あ っ ち の 化 ル 売 法 
る て し 白 さ に ず と 

。 の め 己 せ お キ 言 
本 ら と る げ ェ っ 
来 れ は こ ろ か て 
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ヱ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
は
人
間
、
自
然
、
歴
史
を
、
い
わ
ば
人
間
 の
 実
存
か
ら
光
を
当
て
 カ
ソ
ト
 の
如
く
思
惟
と
存
在
の
 峻
別
か
ら
考
察
し
て
い
 

る
 。
従
っ
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
は
本
質
面
に
 於
 て
 十
分
な
考
察
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
指
摘
さ
 れ
 得
る
。
し
か
し
、
 そ
 

れ
に
も
 拘
 わ
ら
ず
彼
に
於
て
は
、
「
哲
学
の
本
質
」
 へ
 到
る
た
め
の
真
の
道
へ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
且
つ
最
後
ま
 で
 無
視
さ
れ
る
こ
と
の
 

で
き
ぬ
「
真
の
自
己
」
と
な
る
た
め
の
豊
か
な
実
存
分
 証
 法
的
思
惟
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
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て
 決
定
的
な
意
味
を
持
っ
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
真
 理
 は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
 と
が
、
徒
の
思
惟
の
根
 

底
 に
あ
る
。
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
の
如
き
 顕
 わ
な
、
従
来
の
 伝
統
的
西
欧
の
形
而
上
学
に
対
す
る
批
判
を
行
な
っ
て
は
 い
な
い
が
、
し
か
し
、
 

実
質
的
に
は
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
 。
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
直
接
的
な
批
判
は
、
成
程
 へ
 ｜
 ゲ
ル
や
そ
の
当
時
の
 

デ
ソ
 マ
ー
ク
の
亜
流
 へ
｜
 ゲ
ル
学
者
に
向
げ
ら
れ
て
は
 い
る
。
し
か
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
諸
著
作
全
体
を
見
 渡
し
、
そ
れ
ら
の
 話
作
 

@
l
@
 

品
の
端
緒
よ
り
彼
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
思
想
の
 流
れ
を
読
み
取
る
な
ら
ば
、
彼
に
よ
っ
て
草
案
さ
れ
た
 第
 二
 哲
学
は
 、
 真
の
哲
学
 

を
 追
求
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
 れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
悪
や
罪
の
間
 題
 と
関
連
し
て
 時
 が
決
定
的
な
意
味
を
 

持
た
ざ
る
を
得
ぬ
如
き
超
越
 及
至
 反
復
を
そ
の
本
質
と
 す
る
教
義
学
や
彼
の
所
謂
第
二
倫
理
学
を
内
容
と
す
る
 第
 二
 哲
学
こ
そ
、
真
の
哲
 

学
 で
あ
る
と
い
う
彼
の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
 き
 も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
西
欧
の
伝
統
的
な
形
而
 工
学
や
第
一
倫
理
学
を
 

そ
の
内
容
と
し
、
内
在
 及
 至
は
想
起
を
そ
の
本
質
と
す
 る
 第
一
哲
学
こ
そ
、
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
哲
学
と
み
な
 さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 理
 

解
 で
る
き
の
で
あ
る
。
彼
の
所
謂
第
二
哲
学
は
、
実
存
 
盆
叢
の
 
（
の
ま
 
田
 ）
を
重
視
し
て
木
質
（
の
の
お
 
票
ぎ
 ）
に
は
 触
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
る
が
 

故
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
「
哲
学
の
本
質
」
を
 直
 接
 に
顕
わ
な
ら
し
め
る
と
は
言
え
な
く
と
も
、
こ
れ
を
 指
 し
 示
す
よ
う
な
方
向
を
 

含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 ｜
ル
に
 於
て
は
、
時
代
的
制
約
も
あ
っ
て
 、
 未
だ
人
間
を
 、
そ
の
本
質
と
実
存
の
 

両
者
が
そ
こ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
 根
源
か
ら
考
え
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
 彼
 が
 直
接
に
対
決
し
た
 哲
 

学
者
へ
 ｜
 ゲ
ル
が
、
人
間
、
自
然
、
歴
史
を
、
い
わ
ば
 本
質
か
ら
光
を
当
て
て
思
惟
と
存
在
の
同
一
視
か
ら
考
察
 し
た
の
に
は
し
て
、
 キ
 



午
時
代
か
ら
 
"
 精
神
 "
 に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
、
「
精
神
 0
 才
能
（
特
に
想
像
力
と
弁
証
法
）
と
過
剰
な
ま
で
の
 教
 奏
を
、
並
外
れ
た
発
展
 

@
6
@
 

を
 遂
げ
た
観
察
の
賜
物
を
 、
 真
に
稀
な
キ
リ
ス
ト
教
 的
 教
育
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
全
く
独
特
な
弁
証
法
的
関
 係
 」
を
 、
 身
に
つ
け
て
 

美
的
著
作
が
詐
術
で
あ
る
と
全
面
的
に
断
言
す
る
，
」
と
 

は
で
き
ず
、
美
的
作
品
す
べ
て
に
は
、
宗
教
的
な
も
の
の
 裏
付
け
が
な
さ
れ
て
お
 

（
 
二
 
リ
レ
 

り
 、
宗
教
的
な
も
の
が
彼
の
全
著
作
活
動
の
最
初
の
瞬
 間
か
ら
決
定
的
に
優
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
告
白
さ
れ
 て
い
る
。
彼
は
既
に
幼
 

｜
ル
 自
身
に
於
て
最
初
か
ら
彼
の
全
著
作
の
全
弁
証
法
的
 構
造
が
見
通
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
は
 、
彼
自
ら
述
べ
て
い
 

@
4
-
 

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
著
作
手
順
は
 、
 神
の
摂
 理
を
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
自
身
語
っ
て
 い
 る
 。
従
っ
て
 、
 彼
の
全
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
実
存
弁
証
法
が
い
か
な
る
 も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
 い
 る
か
を
考
察
す
る
 

に
あ
た
り
、
先
ず
彼
の
主
要
諸
著
作
と
そ
の
関
連
と
を
 簡
 単
に
こ
こ
で
概
観
す
る
こ
と
が
必
要
て
あ
る
と
考
え
ら
 れ
る
。
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
｜
 

か
 は
周
知
の
如
く
、
人
間
の
実
存
段
階
を
そ
の
内
面
性
の
 深
度
に
応
じ
て
、
内
面
性
の
最
も
深
い
と
み
な
さ
れ
る
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
 

実
存
段
階
に
向
か
っ
て
、
審
美
的
段
階
、
倫
理
的
段
階
、
 宗
教
的
段
階
と
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
前
二
者
の
境
界
 0
 段
階
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
 

的
 
"
 イ
ロ
ニ
ー
 
"
 の
実
存
段
階
を
、
ま
た
、
後
二
者
の
 境
界
に
 
"
 諸
謹
 "
 （
二
年
日
 
0
 「
）
に
よ
っ
て
特
徴
 
づ
 げ
ら
れ
 得
る
 ょ
 5
 な
 実
存
段
階
 

-
 
り
 
Ⅰ
）
 

を
お
く
。
そ
し
て
、
宗
教
的
実
存
段
階
を
更
に
、
内
在
 牲
 、
つ
ま
り
理
性
に
そ
の
基
礎
を
お
く
 
"
 宗
教
性
 A
"
 に
 生
き
る
実
存
段
階
と
、
 

こ
れ
を
飛
躍
に
よ
っ
て
超
越
し
て
、
。
反
復
 "
 及
至
 
"
 超
 越
 "
 に
そ
の
本
質
を
持
っ
た
真
の
キ
リ
ス
ト
教
の
実
存
 段
階
と
し
て
の
「
宗
教
 

（
Ⅰ
 
3
@
 

性
 B
 」
の
実
存
段
階
と
を
木
質
的
に
、
絶
対
的
に
相
違
 し
た
も
の
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
区
分
 は
 、
向
後
書
ヒ
 
に
 於
て
 

は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
 

彼
 の
 最
初
の
学
術
論
文
（
 里
お
 の
「
（
が
（
 

ざ
コ
 ）
で
あ
る
 ヨ
イ
 口
ニ
 ー
の
概
念
口
を
は
 

じ
め
と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
彼
の
全
著
作
の
根
底
に
存
 し
て
い
る
区
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
区
分
に
基
づ
い
 て
、
 彼
の
各
時
期
の
諸
 

著
作
は
、
各
段
階
相
互
間
の
関
係
や
各
段
階
の
境
界
に
 位
置
す
る
実
存
段
階
の
内
面
性
を
究
明
し
、
こ
れ
を
キ
リ
 ス
ト
教
の
真
理
と
の
 
連
 

関
の
内
に
究
め
、
最
後
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
 と
し
て
の
宗
教
性
 B
 を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
 

し
か
し
、
 
キ
ヱ
ル
ケ
 。
 
コ
 

(52) 52 
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的
 段
階
か
ら
倫
理
的
段
階
へ
と
内
面
的
に
高
め
る
も
の
 

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
無
論
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
 

ィ
中
ニ
 

@
u
-
l
 
 

ー
の
 
寺
屯
勿
 

に
お
 

，
 

げ
る
毛
色
 

の
オ
 

の
 
ぎ
 は
 
、
 未
だ
一
切
の
有
限
的
な
内
容
を
否
 

 
 

み
 
留
ま
る
、
否
定
性
を
 

-
l
@
@
 
 

、
 

 
 

 
 

 
 

実
存
の
道
程
に
お
け
る
積
極
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
 

い
る
と
こ
ろ
に
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
実
践
理
性
に
よ
る
 

人
 間
の
意
志
の
自
律
の
立
 

儂
 

と
い
う
彼
自
身
の
言
葉
に
も
、
こ
の
こ
と
が
う
か
が
わ
 

れ
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
は
、
後
述
の
如
く
 

、
彼
 の
 実
存
の
捉
え
方
が
実
存
弁
証
法
的
で
あ
る
の
み
で
な
 

く
、
 彼
の
全
著
作
が
 

一
体
と
な
っ
て
実
存
弁
証
法
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
 

性
 、
即
ち
宗
教
性
 
B
 、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
 

け
 る
 人
間
の
実
存
の
あ
り
 

方
 と
そ
の
神
関
係
を
伝
授
し
ょ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
る
。
内
面
性
の
深
度
に
 

よ
 る
彼
の
実
存
 
段
 階
の
区
分
を
軸
に
し
て
 

彼
の
主
要
著
作
を
簡
単
に
概
観
す
れ
ば
、
先
ず
 

、
ロ
ィ
 ロ
耳
１
 
0
 概
念
し
は
、
審
美
的
実
存
段
階
と
倫
理
的
な
そ
 

れ
と
の
境
界
に
位
置
す
 

る
 実
存
段
階
を
探
究
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
審
美
的
 

あ
 り
 方
か
ら
脱
却
し
ょ
う
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
未
だ
 

内
 面
的
に
倫
理
的
段
階
 

へ
 

深
ま
り
切
れ
な
い
段
階
に
於
け
る
実
存
の
あ
り
方
を
探
 

究
し
ナ
 
Ⅰ
い
る
。
そ
こ
 

ネ
 
し
は
、
 
リ
 
Ⅰ
 カ
 
ア
ミ
ノ
 

手
メ
 
ス
ハ
 
ツ
 
イ
ロ
ニ
 
1
,
 
か
 
り
 
立
場
が
、
実
存
を
審
美
 

 
 

 
 

 
 

い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
最
初
か
ら
彼
の
全
 

著
 作
の
全
体
的
見
通
し
を
持
っ
て
彼
の
思
想
を
展
開
し
た
 

訳
 で
は
な
か
っ
た
が
、
 
し
 

か
し
、
彼
が
真
の
キ
リ
ス
ト
教
（
の
す
「
 

デ
汀
 コ
ミ
 
ヨ
 ）
 と
み
 な
す
も
の
を
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
そ
の
当
時
の
堕
 

落
し
た
キ
リ
ス
ト
教
 
界
 

（
の
手
 
ざ
汀
 目
色
（
）
に
対
し
て
、
美
的
諸
著
作
を
通
し
て
 

彼
の
所
謂
間
接
伝
授
に
よ
っ
て
実
存
弁
証
法
的
に
顕
 

わ
 な
ら
し
め
よ
う
と
し
て
 

い
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
あ
れ
か
 

｜
 こ
れ
か
 ヒ
 の
直
後
に
出
版
さ
れ
た
 
ヨ
 一
つ
の
信
仰
的
 

講
話
口
を
始
め
と
し
た
 



キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
あ
れ
か
 
｜
 こ
れ
か
口
が
出
版
さ
れ
 
た
 年
の
十
月
に
、
宗
教
的
著
作
の
日
三
つ
の
教
化
的
 

講
 話
 L
 の
他
に
 、
 
「 お 

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
既
述
の
、
「
美
的
作
品
す
べ
て
に
 ほ
 、
宗
教
的
な
も
の
の
裏
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
 か
 、
「
稀
な
キ
リ
ス
ト
 

教
 約
数
、
キ
リ
ス
ト
教
界
に
対
す
る
全
く
特
殊
な
弁
証
 法
的
関
係
」
を
身
に
つ
げ
て
い
た
と
い
う
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
｜
 か
め
 言
葉
が
 、
 我
々
に
 

そ
こ
ま
で
の
理
解
を
要
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
 ら

で
あ
る
。
 

や
、
 彼
の
真
剣
な
態
度
を
隠
蔽
す
る
彼
の
文
学
的
技
巧
 と
 考
え
ら
れ
る
の
 

ヱ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
は
 レ
ギ
 ー
 ネ
 と
の
婚
約
破
棄
と
い
う
音
し
 ぃ
 実
存
体
験
を
 

性
 と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
イ
ロ
ニ
ー
の
立
場
を
超
え
て
、
 実
存
の
内
面
の
 

へ
 至
る
た
め
の
 経
 ざ
る
を
得
ぬ
実
存
の
内
面
性
の
一
過
程
 と
み
な
し
て
い
 

的
 個
の
立
場
は
、
宗
教
性
 B
 に
至
っ
た
実
存
段
階
が
内
 在
 性
を
受
け
取
り
 で

あ
る
。
つ
ま
り
よ
あ
れ
か
 ｜
 こ
れ
か
 ヒ
 全
体
に
於
て
は
 、
キ
 

契
機
と
し
て
、
無
知
の
知
を
根
底
と
し
た
無
限
の
絶
対
 ぬ
 否
定
 

苦
悩
を
実
存
に
と
っ
て
意
味
な
き
も
の
と
せ
ず
に
、
 宗
 教
性
 B
 

る
 。
し
か
し
、
こ
の
「
あ
れ
か
 ｜
 こ
れ
か
 ヒ
 の
第
二
部
 の
 倫
理
 

直
す
こ
と
（
反
復
）
に
よ
っ
て
真
に
可
能
と
さ
れ
る
も
 の
な
の
 

第
一
部
は
、
第
二
部
で
自
分
の
婚
約
破
棄
を
自
己
義
認
 的
に
自
己
弁
護
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
ぬ
よ
 う
 に
と
の
、
 婚
約
破
棄
の
真
の
理
由
 

ン
 と
の
婚
約
を
破
棄
し
た
か
の
根
拠
 づ
 げ
と
受
け
取
ら
れ
 得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
部
の
後
で
書
か
れ
た
 
日
 あ
れ
か
 ，
 こ
れ
か
し
の
 

ぬ
こ
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
切
の
こ
の
世
 的
な
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
自
身
に
目
的
を
お
く
の
で
は
 な
く
し
て
、
倫
理
的
 個
 

人
 と
し
て
実
存
す
る
内
面
性
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
 夢
 一
部
は
 
、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
れ
よ
り
一
年
半
前
に
何
 故
 レ
ギ
１
千
・
オ
ル
セ
 

た
 。
先
ず
そ
の
第
二
部
が
書
か
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
 そ
，
 
」
で
は
、
ィ
コ
 ニ
 ー
の
立
場
が
更
に
倫
理
的
実
存
段
階
 へ
 と
 深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
 

場
と
 、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
お
け
る
主
体
性
に
 よ
 る
宗
教
の
把
握
の
立
場
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
 

我
々
は
明
白
に
理
解
し
 
囲
 

得
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 
於
 て
は
、
無
知
の
知
に
基
づ
い
て
 "
 汝
 自
身
を
知
れ
 "
 と
い
 う
ソ
 ラ
ク
テ
ス
の
立
場
 
い
 

 
 

が
 、
審
美
的
段
階
か
ら
倫
理
的
段
階
へ
実
存
が
内
面
的
 に
 深
ま
る
と
ぎ
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
 

さ
て
、
イ
ロ
ニ
ー
の
実
存
段
階
を
究
め
た
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
｜
か
 は
、
一
八
四
三
年
に
次
の
著
書
で
あ
る
 ョ
 
あ
れ
か
 ｜
 こ
れ
 人
 
Ⅲ
口
を
著
 わ
 L
 し
 



る
 

  

目
の
出
版
後
 

ニ
 ケ
月
に
し
て
発
表
さ
れ
た
本
名
に
 

よ
 
る
 
士
 
小
我
 
的
 著
作
 
ヨ
 一
つ
の
教
化
的
 

ゆ
議
 
し
に
続
い
て
一
八
四
二
年
八
月
に
も
三
つ
の
 

教
 化
的
 
講
話
 
ヒ
が
 
出
版
さ
れ
る
。
こ
れ
以
後
も
、
匿
名
に
 

ょ
 
る
 
美
的
諸
著
作
と
並
ん
で
、
 

  

 
 

 
 

 
 

ル
作
は
、
ヘ
ル
マ
ン
，
デ
ィ
ー
 

ム
 
も
述
べ
て
い
る
 

如
 く
 
ハ
 
5
@
 

l
 
、
左
手
で
出
さ
れ
た
間
接
伝
授
に
よ
る
匿
名
の
諸
著
作
 

を
そ
の
都
度
直
接
伝
授
 

し
、
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の
で
あ
る
。
 

存尹 

教
性
 A
 の
立
場
を
超
え
て
絶
対
者
と
絶
対
的
に
対
 時
す
 る
こ
と
が
、
人
間
の
主
体
性
の
側
に
求
め
ら
れ
る
内
面
性
 の
 無
限
の
情
熱
で
あ
る
 

    証法 」の問題 

に ム め 
読 が た 

宗教 み取 如何 

る に 性 

こ力 と強の A 
が く 立 
で 宗 場 
き 教 で   
る 性 の 
の B 希 
で に 望 
あ 生 が : 
る き 叶 

。 て え 

こ い ら 

の た れ 
書 か る 

  
    

る 約 宗 
実 聖 教   
単 の に 

狼 達 属 
孝行関 す は 、 - に 於 るュ 

普 て タ     

通 子 ヤ 
的 聖 教 
に 論 の 

妥 的 中 

に助 当す モづ （ 

倫理 る 鍍ぢ 0 ～ 0 にアブ 

やめ 
万て   

そ
れ
と
お
の
の
 ぎ
 し
と
「
反
復
ヒ
 を
 一
挙
に
出
版
す
る
。
 先
ず
 ョ
 お
そ
れ
と
 お
 

に
 対
し
て
、
「
反
復
」
友
華
「
超
越
」
に
基
づ
く
宗
教
 性
 B
 と
し
て
の
キ
 リ
ス
 

な
る
も
の
で
あ
る
か
が
究
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
 ァ
 プ
ラ
ハ
ム
 と
サ
ラ
 に
 年
 

っ
て
の
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
い
う
実
存
の
内
面
性
に
生
起
す
 る
 実
存
分
 -
 
証
 法
的
な
 

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
イ
サ
ク
を
、
倫
理
的
段
階
を
も
 含
 め
た
宗
教
性
 A
 の
実
存
 

場
 に
対
し
て
、
神
の
命
令
通
り
約
束
の
子
を
犠
牲
と
し
 て
 捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
 

る
 彼
の
内
面
性
の
無
限
の
情
熱
が
対
立
す
る
が
、
後
者
 0
 勝
利
に
於
て
、
超
越
 

り
 直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
 神
 関
係
が
透
明
に
保
 た
れ
る
こ
と
に
結
果
す
 の

の
 ぎ
ヒ
 に
於
て
は
、
理
性
に
基
づ
く
内
在
性
の
宗
教
生
 
性
 

ト
 教
に
お
け
る
宗
教
性
が
、
実
存
の
内
面
性
に
於
て
如
何
 
何
 

老
い
て
か
ら
や
っ
と
恵
ま
れ
た
約
束
の
子
イ
サ
ク
を
め
ぐ
 
ぐ
 

も
の
の
核
心
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
神
か
ら
の
約
束
に
 
ケ
 
ア
 
ヒ
 

段
階
で
愛
し
続
け
よ
う
と
す
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
一
方
の
立
 
立
 

て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
関
係
を
透
明
に
保
ち
続
け
よ
う
と
す
 
す
 

的
な
神
か
ら
の
恵
み
に
よ
っ
て
両
者
が
飛
躍
的
に
受
 け
 取
 

る
の
み
な
ら
ず
、
捨
て
ら
れ
た
筈
の
倫
理
的
立
場
を
も
 含
 



手
 云
々
と
い
う
 H
.
 

デ
ィ
ー
 

ム
 の
 楡
 え
は
、
意
識
的
に
 レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
も
し
神
が
そ
の
右
手
に
す
べ
て
の
真
理
 を
 、
そ
の
左
手
に
真
理
 

へ
 向
か
う
唯
一
の
常
に
生
動
す
る
真
理
へ
の
絶
え
間
無
 き
 努
力
を
隠
し
持
っ
な
ら
ば
、
た
と
え
私
を
永
遠
に
迷
わ
 す
と
い
う
添
え
物
つ
き
 

で
あ
っ
て
も
、
私
に
 、
 選
べ
 /
.
 
と
 言
 う
 な
ら
、
私
は
謙
虚
 に
 彼
の
左
手
へ
身
を
投
げ
か
け
、
父
 ょ
、
 与
え
 結
 え
 /
.
 
と
 高
 5
 で
あ
ろ
う
。
純
粋
 

（
 
騰
 -
 

の
 真
理
は
確
か
に
あ
な
た
に
と
っ
て
の
み
存
し
ま
す
」
と
 い
 う
 言
葉
と
平
行
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
 。
つ
ま
り
、
彼
は
間
接
 

伝
授
の
形
態
を
と
っ
た
匿
名
の
美
的
諸
著
作
に
よ
り
、
 人
 間
 に
と
っ
て
の
真
理
へ
向
か
う
無
限
の
努
力
へ
と
、
 

当
 時
の
キ
リ
ス
ト
教
界
を
 

い
ざ
な
 

誘
お
 う
 と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
 に
 対
し
て
右
手
に
よ
っ
て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
直
接
伝
授
 さ
れ
た
本
名
に
よ
る
 宗
 

教
的
 諸
著
作
は
 、
 神
に
の
み
固
有
の
真
理
が
こ
の
世
の
 実
存
に
対
す
る
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
、
 ま
た
受
け
取
ら
れ
る
べ
 

き
 か
 、
 更
に
、
現
実
に
は
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
ざ
 る
を
得
ぬ
か
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 そ
れ
故
、
そ
れ
ら
の
 作
 

品
に
 於
て
は
、
現
実
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
姿
が
う
か
 が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
宗
教
的
 諸
 著
作
の
み
な
ら
ず
 ョ
後
 

書
目
以
後
の
、
編
集
者
と
し
て
本
名
を
添
え
た
宗
教
哲
学
 
的
 諸
著
作
に
於
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
全
著
作
と
一
体
 と
な
っ
て
常
に
真
の
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 
（
の
 
ゴ
 「
 互
 当
日
日
）
を
、
実
存
弁
証
法
的
に
伝
 接
 す
る
と
い
う
意
図
を
離
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
何
 故
 な
ら
、
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 

｜
し
 
ノ
寺
 
ま
ヰ
 啓
蒙
主
義
者
レ
ッ
シ
ン
グ
と
こ
の
点
で
は
同
様
 、
永
遠
普
遍
の
真
理
は
神
に
の
み
固
有
の
も
の
で
あ
っ
 て
 、
人
間
に
と
っ
て
の
 

真
理
と
は
、
そ
れ
へ
向
か
っ
て
の
永
遠
の
努
力
し
か
な
 い
と
考
え
る
が
故
に
 
、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
 、
出
 来
 上
が
っ
た
、
完
全
し
 

た
 キ
リ
ス
卜
者
と
い
う
者
は
な
く
、
常
に
 、
 成
り
つ
つ
 
あ
る
キ
リ
ス
卜
者
（
 キ
目
 ら
の
 
コ
隼
簗
 の
す
「
由
の
（
）
し
か
存
在
 

し
な
い
 0
 従
っ
て
彼
の
 

美
的
諸
著
作
は
勿
論
、
彼
の
本
名
に
 よ
 る
宗
教
的
 諸
著
 作
 や
、
ョ
 後
書
ヒ
以
後
の
本
名
を
も
添
え
た
宗
教
的
で
あ
 る
と
同
時
に
宗
教
哲
学
 

的
 諸
著
作
も
、
宗
教
性
 B
 を
実
存
弁
証
法
的
に
顕
わ
な
 ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

次
に
 、
 
「
お
そ
れ
と
お
の
の
 ぎ
 し
と
同
時
に
出
版
さ
れ
 た
口
反
復
ヒ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
宗
教
性
 B
 に
生
 き
 よ
う
 と
し
な
が
ら
、
 

罪
 意
識
に
徹
底
し
得
ず
、
い
わ
ば
自
己
義
認
と
い
う
宗
教
 性
 A
 の
面
を
拭
 い
 切
れ
ず
に
い
る
 ョ
ブ
 の
姿
が
描
か
れ
 て
い
る
。
し
か
し
、
 
そ
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レ
う
 な
形
で
要
請
さ
れ
ざ
る
を
得
ぬ
神
は
 、
ヵ
 
ン
ト
 以
 前
の
 、
「
存
在
論
的
な
神
の
存
在
の
証
明
」
に
還
元
さ
 れ
 得
る
よ
う
な
、
結
局
 は
概
 

 
 

 
 

 
 

ル
念
か
ら
存
在
が
導
出
さ
れ
て
の
る
よ
う
な
神
で
は
 
な
く
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
如
 き
 、
実
践
理
性
に
よ
る
人
間
 の
 意
志
の
自
律
に
立
脚
し
た
㏄
 

キ
 

上
で
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

円
 い
れ
そ
れ
と
い
 
わ
 の
の
ぎ
口
に
 
於
テ
巳
 
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 
片
卜
 
、
 信
仰
は
人
間
の
う
ち
に
お
け
 
5
 

  忙
 

な
く
、
 
神
 以
外
に
な
い
こ
と
を
論
ず
る
。
そ
し
て
、
 

こ
の
こ
と
は
、
思
惟
の
最
高
の
逆
説
で
あ
る
こ
と
が
 究
 め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
 ょ
 

 
 

蝸
 

為
の
条
件
を
実
存
に
与
え
、
更
に
真
理
を
学
ぶ
こ
 と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
 産
 婆
術
に
よ
 る
人
間
教
師
で
は
 

（
 
W
@
@
 

目
無
 時
間
的
な
方
向
に
真
っ
向
か
ら
対
決
す
る
の
で
 

あ
る
。
こ
の
現
実
の
時
の
な
か
に
生
き
る
人
間
の
実
存
に
 

と
っ
て
 
、
 時
と
か
瞬
間
が
 
、
 

ほ
 
無
意
味
な
も
の
で
は
な
く
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
 

と
す
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
 

き
る
よ
う
な
、
真
理
理
解
の
 

    証法 」の問題 

と 付 句 こ A の あ 仰 ら こ 

い く が さ こ と 友 る へ れ で の境 ぅ立 ま、 想起 明瞭 て 、 で、 のぎ 人は て、 @ 
0 % ま 界 ゐ   

『 識 る佳 い 復間 

  
る B が き田主 日付   次 へ 描 」 - ル に 

Ⅹにも 考の して 自党 将に第が かれ が 演 ケゴ 

形 え の   

顕至てじ わらいら め、 l め 
に ん る れ に 且 独自 （ 彼 相 め " ～ られざ 内に真 さ と 。 て 従 っ 

ぶ る 理 の れ す ョ い え 目     
い ぬ め の る 教 三 と 「 さ 
ぅ か て 方 。 佳 人 に 信 せ 



る
最
 
@
 
情
熱
で
あ
る
，
，
 

ョ
の
 
-
0
@
2
 
 

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
実
 

存
の
内
面
性
の
無
限
の
情
熱
が
信
仰
で
あ
る
と
い
う
こ
 

と
は
、
人
間
の
側
か
ら
 

押
 へ
向
か
う
道
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
 

示
す
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
神
や
そ
の
ひ
と
り
子
の
 

ィ
 ニ
 
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
罪
を
 

決
し
て
犯
し
た
こ
と
も
犯
す
こ
と
も
な
く
、
し
か
も
 

人
 間
の
罪
を
赦
す
と
い
う
点
で
、
内
在
性
と
は
絶
対
的
に
断
 

絶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

り
 
、
し
か
も
、
「
哲
学
的
断
片
 

ヒ
に
 
見
ら
れ
る
如
く
 

、
人
 
間
の
側
に
お
け
る
信
仰
す
ら
、
真
理
理
解
の
条
件
と
し
 

て
 神
か
ら
与
え
ら
れ
る
 

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
 

拘
 わ
ら
ず
、
そ
の
絶
対
的
 

断
 絶
は
 
、
そ
の
断
絶
の
ま
ま
に
、
し
か
も
人
間
の
側
の
無
限
 

の
 
情
動
に
よ
っ
て
内
在
 

性
 と
は
非
連
続
的
に
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
側
か
ら
も
 

突
破
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
か
ら
の
贈
物
（
 

O
p
 

ヴ
 
⑧
と
し
て
の
真
理
理
解
 

の
為
の
条
件
と
し
て
の
信
仰
が
、
同
時
に
人
間
の
側
か
ら
 

の
 
内
面
性
の
無
限
の
情
熱
に
 

よ
 る
突
破
に
よ
る
も
の
で
 

も
あ
る
の
で
あ
る
。
 

と
 

こ
ろ
で
、
こ
の
人
間
の
側
の
情
熱
は
、
結
局
は
神
か
ら
の
 

贈
物
で
あ
る
と
舌
ロ
 

い
 切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
困
難
で
 

あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
既
述
の
如
く
、
カ
ン
ト
の
 

、
理
 
性
 に
よ
る
意
志
の
自
律
の
立
場
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
 

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
の
根
拠
は
、
既
述
の
如
く
 

、
 時
が
決
定
的
な
意
味
を
 

持
っ
場
合
に
は
真
理
を
教
え
る
教
師
は
神
以
外
に
は
な
 

い
 
と
い
う
形
で
、
神
が
要
 

 
 

 
 

 
 

実
存
的
不
安
を
 

、
 彼
の
所
謂
第
一
哲
学
と
第
二
哲
学
の
 

両
 領
域
に
跨
り
、
そ
れ
ら
の
境
界
領
域
に
位
置
す
る
と
こ
 

ろ
の
心
理
学
に
よ
っ
 

て
 
、
実
存
の
「
時
間
」
に
つ
い
て
の
意
識
度
か
ら
分
析
 

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
は
、
 

こ
れ
よ
り
五
年
後
の
 

「
死
に
至
る
病
 

口
に
 
於
て
も
、
人
間
に
お
け
る
絶
望
を
右
 

と
 同
じ
く
心
理
学
的
に
、
人
間
の
実
存
の
「
真
の
自
己
 

」
に
つ
い
て
の
意
識
 

度
 

か
ら
分
析
し
て
論
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
明
確
に
一
 

小
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
、
彼
の
思
惟
が
 

"
 
実
存
的
 

"
 と
言
わ
れ
 

る
 所
以
で
も
あ
る
。
彼
は
人
間
の
実
存
を
 

、
 神
の
側
か
 

ら
の
み
、
即
ち
所
与
（
の
が
 

ヴ
 
の
）
の
面
か
ら
の
み
で
は
な
 

く
 、
人
間
の
側
か
ら
、
 

い
わ
ば
人
間
学
的
に
、
課
題
（
 

下
 
E
h
 

の
曲
 

汀
 ）
の
面
か
ら
も
 

深
く
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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キェルケゴールに ミ 

ぅ 数 松 家 
と を て と   
シの教し宛 ュ 直美㎏ 
ラ 勧 学 シ 

イ と 十ま ュ 
エ 
/ レ し " 現イ " ラ 

マ 完 美 ェ 
" 教 牲 ル 
ハ の か て 
@  木 @  ら ッ   

し の   
仰 対 お 義 学 に 的依論ヒ り、 
に 存 従 対 
於 の っ す 

て感 " 情 てる " 巧 
聖 " 原 績 

を認 霊を （守の 、 罪や 

神 ? 斐毛 

いる 的な 凄日 前提 

も お し の 
て で     

巨 の   

  
生 悪 か ュ 

ノン   
き に 論 ッ 

辺 見 L 。 

む 出 で l 
共 そ 宗 に 
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 紺

糸
 家へ
｜
 
ゲ
ル
に
対
し
て
、
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
 
ハ
 ー
を
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
し
か
語
ら
ぬ
よ
 き
ギ
リ
 
シ
ャ
的
意
味
に
お
け
る
思
想
 

「実存弁証法」の 問題 

る 清 い 関 る 弗 関 さ げ る 涯 の 
キ 。 熱 る 係 。 @  係 れ る 神 の 間 
ェ 我 は 神 を 何 の て 知 の 課 に   
の に と な 
な 対 い い 

間 る 間 的 的 あ 名 

ハ 影 で   
係 と 挺 像 関 の て 宏 」とで 義学に認める 、人間 倶力 の u 、 し え 保 

対 の ら の 
す で 党 側 

朽 。 も け 
の   
功 
績   
を 
宝刀 ルい り、 えら 於て の内 そこ であ 考え 間の な巷 てお 

め 
て 
い 

    
体 あ の て の あ の 握 % げ 生 

対
し
て
前
提
さ
れ
て
お
り
、
入
間
の
音
生
心
の
自
律
は
考
 
、
 
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
 い
が
 生
じ
 る
か
も
知
れ
な
い
。
 こ
 



同
精
神
と
い
う
形
を
と
っ
た
人
間
的
木
性
と
が
、
結
合
し
 た
も
の
と
し
て
い
る
。
 

-
6
@
@
 
 

い
わ
ば
、
聖
霊
す
ら
内
在
化
し
よ
 

う
と
す
る
傾
向
を
持
っ
 

て
レ
 ス
 リ
 こ
 
@
 舌
口
ち
ん
よ
う
。
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
は
、
 

シ
 ュ
 ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
，
ハ
ー
に
お
け
る
如
く
聖
霊
を
内
在
化
 し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
 

@
 
抑
 @
 

ま
で
に
至
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
 実
 存
の
内
面
性
の
無
限
の
情
熱
が
内
在
性
を
突
破
し
て
 非
 連
続
的
に
で
は
あ
る
 

が
 、
超
越
的
な
次
元
へ
と
飛
躍
し
、
し
か
も
、
こ
の
 飛
 濯
 が
 、
 神
の
内
在
性
へ
の
突
入
と
相
即
的
に
生
ず
る
の
で
 あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
 

の
 飛
躍
に
於
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
主
体
性
は
真
理
で
あ
 る
 」
と
い
う
内
在
性
乃
至
宗
教
性
 A
 の
立
場
が
、
「
主
体
 性
は
 非
真
理
で
あ
る
」
 

と
い
う
超
越
性
乃
至
は
宗
教
性
 B
 の
立
場
へ
と
転
換
す
 る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
正
に
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 １
ル
に
お
け
る
実
存
分
 

証
 法
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
我
々
は
 、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
、
課
題
 （
 
下
帝
仔
 ㏄
 汀
 ）
と
結
び
っ
 
い
 た
人
間
の
側
の
情
熱
と
、
 

神
 の
 側
か
ら
の
恵
み
と
 

し
て
の
所
与
（
の
が
 汀
 ）
と
が
、
関
係
概
念
と
し
て
の
神
 と
 人
間
の
実
存
と
い
う
こ
と
を
根
底
に
し
て
、
非
連
続
 的
に
突
破
し
合
 う
と
い
 

ぅ
 こ
と
を
見
て
ぎ
た
。
し
か
も
、
そ
こ
に
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 ｜
か
め
 実
存
弁
証
法
の
核
心
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
 

「
哲
学
的
断
片
口
に
於
て
は
更
に
時
の
問
題
と
連
関
し
て
 
約
二
年
後
に
出
版
さ
れ
る
こ
の
書
へ
の
 
日
 後
書
し
 
で
 詳
し
く
扱
わ
れ
る
 

「
同
時
性
」
の
問
題
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
同
時
 代 的
な
直
接
の
弟
子
と
、
間
接
の
弟
子
と
い
う
問
題
を
 通
し
て
、
示
さ
れ
る
。
 

つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、
現
実
の
な
か
で
内
面
的
に
生
 き
抜
 こ
う
と
す
る
実
存
に
と
っ
て
は
、
真
理
と
の
連
関
に
 於
 て
は
、
そ
の
真
理
と
の
 

時
代
的
隔
た
り
は
全
く
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
 が
 示
さ
れ
、
各
時
代
に
生
き
る
実
存
が
、
真
理
の
具
現
 と
 し
て
こ
の
世
に
送
ら
れ
 

て
き
た
神
人
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
そ
の
よ
う
な
も
の
 と
し
て
信
じ
る
か
否
か
の
二
者
択
一
の
前
に
立
た
さ
れ
、
 そ
れ
に
実
存
的
、
同
時
 

的
に
対
 崎
 、
対
決
す
る
 よ
う
 迫
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
 る
 。
先
に
 、
 我
々
は
 
日
 不
安
の
概
念
 ヒ
が
 、
実
存
の
 
"
 時
 "
 ほ
 つ
い
て
の
意
識
 
度
 

に
よ
っ
て
人
間
に
お
け
る
実
存
的
不
安
を
 "
 心
理
学
的
 "
 に
 扱
っ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
一
八
四
四
年
に
出
版
 れ
 た
こ
れ
ら
二
つ
の
 
著
 重
日
 

に
 於
て
は
、
前
年
に
出
さ
れ
た
 
日
 反
復
し
で
の
、
宗
教
 性
 B
 の
決
定
的
な
中
心
で
あ
る
実
存
に
お
け
る
 罪
 意
識
を
 、
時
、
時
間
と
い
う
こ
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キ
 
す
る
宗
教
性
 B
 の
実
存
段
階
へ
突
破
し
て
ゆ
く
。
 つ
 ま
り
、
人
間
が
内
面
的
に
主
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 初
め
て
、
な
る
べ
か
ら
ざ
る
 
61 

エ ル ケゴ一 

教 う 

性 ち 
A  で・ 

の ど   

止 め 
場 よ 

が ぅ 

っ な 
き @ 
つ 題 

土日ゅ殊 められ や 
た な 
と 持 
し っ 

ろ て 

て "  "  い る 

質 か 
的 が 

飛 輪 
躍 じ 
の ら 
結 ね 
果 る 目 
覚 そ 
め こ 
た で 

罪 立 は 、 

誠 「生 息 に 

よ ・ 体 
り性 " が @ " 

  
体 で 
  浬 あ 
は る 
婁戸 」 
真 実 
理 存 
で ・ 段 

あ 階 

る 一 が、 、 

と 長日 

自 ち 
覚 宗 

  

ル における「実存弁証法」の 問題 

れ ま 階 彼 の と 

る りかが 関 こ代 特祭 さ 寅空 虚 と彼 考の時『 " か ら 前 究め Ⅰ「真の 目 こ、 ら考察 不安の 儀を根 れに射 史的に れてい 道徳的 、非 さ えられ 案 この の充実 不安の ている 本の場類型を自己」してい「哲学 して、 も不安 る 。ま 肯 自己 過とし テ 6 。 ） @8 2 存的不 "0 度 L 概念 

的 に る 時 と キ を た 定 て ィ 宝 合 に の 
断 つ 。 伏 し 工 同 " を " り の に 於 で   於て 度からているの非学この著 に アトム でま @ 、 ている 三種 ら ある。 v@ こま 、 、不 は 在論的 存的 不 時 安がど 間的後も更に " 書で問 場合に として 関係 概 場合に の不安 つまり 無 死 、 安は、 に不安 " 

喜一題もの念もを 三段に " 瞬と " " 不味存分 " 意非 をのが ょど 

現 存 て 骸 げ     
存 る と を 実 そ 安 代 で し 脅 P と な ものに が主体 。しか 五 は、 根底に 存 の 白 の仏像 当するは、火 末期、 そ て、 結 かす ・ティ るかが 

約 し 年 し 覚 と 。 近 間 れ 果 り 、 よ 

代 の ぞ 生 ッ 被 っ 

天 与 れ じ ヒ の て     
い 至 に 代 実 り 中 的 の る 安 心 さ 
う る 至 の 存 関 世 構 存 と の 埋 れ 
こ 病 る こ 的 係 末 造 花 若 槻 学 て 
と ロ 病 の に 概 
が @  で   L 期 を 的 え 念 に い 

自 究 念 に 基 自 る と よ る 
、 「 に 覚 め と 硯 水 己 。 よ っ か 

真 夏 於 度 ら し 

埋 め て に れ て 

や 百 、 基 て 捉 によっ 肯定、われてにして 相対的 き対照 て究め 

時 己 「 づ い え い 実 情 に な り て 
と 」 白 い る ら る 存 神 は な れ 、 
の が 己 た 。 れ と 諭 約   し て つ 

連 究 」 実 ま る し 的 自 運 て い ま 人間 関の めら 、つ 存 段 た り、       る 。 



転
回
 点
 を
な
し
て
い
る
。
尤
も
、
日
後
書
 L
 に
至
る
ま
 
で
の
仮
名
に
よ
る
諸
著
作
が
美
的
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
 も
 、
既
述
の
如
く
 、
そ
 

（
 
乃
 ）
 

ね
 ち
に
は
最
初
か
ら
、
宗
教
的
裏
打
ち
が
な
さ
れ
て
お
 り
 、
「
摂
理
に
よ
る
教
育
が
反
映
し
て
い
る
」
諸
作
品
な
 の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

「
後
書
目
以
後
の
作
品
に
は
、
編
者
乃
至
著
者
と
し
て
 彼
 の
 本
名
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
た
だ
宗
教
的
諸
著
作
の
 み
よ
り
成
り
立
っ
て
 い
 

 
 

し
て
、
そ
の
様
式
を
支
え
る
よ
う
な
実
存
様
式
に
 、
 彼
は
 彼
自
身
の
実
存
を
造
り
 

変
え
よ
う
と
、
生
き
始
め
る
。
つ
ま
り
、
彼
自
身
の
実
 存
 段
階
と
直
接
に
は
合
致
し
て
い
な
い
実
存
段
階
か
ら
の
 、
キ
リ
ス
ト
教
真
理
 へ
 

の
 誘
導
と
い
う
間
接
伝
授
を
交
え
た
伝
授
が
、
直
接
 伝
 授
 の
み
へ
と
切
り
換
え
ら
れ
る
。
 

日
 後
書
 L
 を
転
換
期
に
 、
真
理
の
間
接
伝
授
か
 

ら
そ
の
直
接
伝
授
へ
と
変
化
し
、
そ
の
切
り
換
え
は
、
 勿
 

 
 

、
事
柄
が
弁
証
法
的
に
 

正
し
く
伝
授
さ
れ
る
 よ
う
 に
と
、
彼
に
施
さ
れ
た
摂
理
 に
よ
 る
教
育
に
 
よ
 る
も
の
で
あ
る
と
、
彼
自
身
理
解
し
て
 お
り
、
我
々
も
ま
た
そ
 

ぅ
 理
解
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

は
 上
、
既
述
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
、
美
的
作
品
か
ら
 士
 示
教
的
作
品
に
す
っ
か
り
転
換
す
る
丁
度
 要 に
当
た
る
「
 後
室
こ
ま
で
の
彼
の
 

主
な
美
的
作
品
を
、
老
小
論
文
に
必
要
な
限
り
に
於
て
 、
 簡
単
に
見
て
き
た
。
「
後
書
 ヒ
 以
後
の
宗
教
的
諸
著
作
 に
 於
て
は
、
純
粋
に
 キ
 

リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
申
応
問
題
を
 隠
蔽
す
る
こ
と
な
く
、
諸
問
題
が
追
求
さ
れ
、
探
求
さ
れ
 る
 。
し
か
し
、
日
後
書
 口
 

に
 至
る
ま
で
の
美
的
諸
作
品
に
於
て
は
、
彼
の
所
謂
「
 摂
理
に
 よ
 る
教
育
」
の
結
果
と
し
て
、
実
存
が
「
な
る
べ
 か
ら
ざ
る
自
己
」
か
ら
 

「
な
る
べ
 き
 真
の
自
己
 -
 に
な
る
瞬
間
が
、
回
心
の
瞬
間
 と
し
て
、
つ
ま
り
 永
 遠
 の
 ア
ト
ム
と
し
て
の
、
時
の
充
 突
 と
し
て
の
瞬
間
と
し
 

て
 、
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
、
真
理
は
ど
の
 よ
う
な
も
の
 
ぢ
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
 モ
 テ
ィ
ー
 フ
 と
し
て
、
 す
 

自
己
か
ら
、
な
る
べ
 き
 自
己
へ
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
 に
な
る
が
、
最
後
に
は
主
体
性
は
非
真
理
と
さ
れ
、
真
の
 自

己
に
生
き
る
こ
と
が
㏄
 

 
  

 

（
仏
教
的
に
表
現
す
れ
ば
、
小
我
に
死
し
て
大
我
に
生
 
き
 る
こ
と
が
）
、
可
能
と
な
る
訳
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
で
、
日
後
書
し
は
、
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
ら
 述
 べ
て
い
る
如
く
、
仮
名
に
よ
る
美
的
諸
著
作
と
本
名
に
よ
 る
 宗
教
的
諸
著
作
の
 



べ
て
の
人
間
が
「
真
の
自
己
」
「
単
独
者
」
、
「
真
の
実
 

存
 」
と
な
る
べ
 
き
 課
題
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
授
し
よ
 

ぅ
 と
し
て
、
そ
れ
を
 

伝
 

撰
 す
る
に
必
要
な
美
的
手
段
を
構
じ
つ
つ
間
接
伝
授
に
 

よ
っ
て
、
そ
れ
に
必
修
の
諸
問
題
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
 

と
 理
解
で
き
る
の
で
あ
 

る
 。
ま
た
、
日
後
書
ヒ
以
後
の
仮
名
に
よ
ら
ぬ
宗
教
的
 

諸
著
作
も
す
べ
て
、
実
存
が
最
終
の
目
標
と
生
の
意
味
を
 

「
真
の
自
己
」
に
な
る
 

こ
と
に
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
点
の
下
に
書
か
れ
 

て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼
の
晩
年
の
主
著
 

口
受
の
 
業
 」
、
日
死
に
 

至
る
病
 
L
 
、
同
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
 

ヒ
 
、
又
、
彼
の
死
後
 

出
版
さ
れ
た
が
一
八
四
八
年
に
書
か
れ
、
彼
の
全
著
作
活
 

動
 が
ど
の
よ
う
な
視
点
 

の
下
に
行
な
わ
れ
た
か
を
読
者
に
示
し
て
い
る
 

ョ
 
わ
が
 
著
 作
 活
動
の
視
点
 
ヒ
も
 
、
人
間
一
人
一
人
が
「
真
の
自
己
 

」
に
な
る
こ
と
が
、
 

取
 

り
も
直
さ
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
意
味
で
あ
り
、
目
的
で
あ
 

る
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
真
の
自
己
」
を
ど
 

の
よ
う
な
も
の
と
み
な
 

す
か
は
、
何
を
そ
の
基
礎
に
置
く
か
に
よ
っ
て
、
仏
教
、
 

キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
各
哲
学
者
に
よ
っ
て
各
々
 

異
 な
る
で
あ
ろ
う
。
 

例
え
 

題
は
 、
人
間
を
 
、
 神
と
の
人
格
的
関
係
を
基
礎
に
し
 

て
か
、
あ
る
い
は
、
絶
対
無
の
場
所
か
ら
考
察
す
る
か
、
 

ま
た
、
イ
デ
ア
（
～
 

め
 
へ
 
%
 
）
 
、
 

 
 

と
に
あ
り
、
建
徳
的
講
話
は
建
徳
的
な
こ
と
、
即
ち
一
般
 

人
間
的
な
こ
と
か
ら
出
発
し
 

 
 

何
か
実
体
的
な
も
の
か
ら
把
握
す
る
か
等
に
よ
っ
て
で
 

あ
る
。
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 

 
 

が
 各
自
、
自
己
の
永
遠
の
浄
福
は
神
の
愛
故
に
我
々
の
 

遁
 罪
 の
た
め
に
こ
の
世
に
つ
か
 

漸
 
わ
さ
れ
た
神
人
 

イ
ヱ
ス
 
・
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
こ
 

と
に
よ
り
、
自
己
の
神
関
係
が
自
己
の
意
志
に
よ
る
反
抗
 

に
よ
っ
て
不
透
明
に
さ
れ
て
 

ほ
 
い
 る
と
い
う
 
罪
 意
識
に
目
覚
め
、
自
己
中
心
的
自
 

己
が
 無
 と
さ
れ
、
宗
教
的
 

愛
と
 修
練
に
生
き
る
よ
う
な
 

自
 己
 の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

に
お
け
る
実
存
弁
証
法
は
 

、
 彼
の
「
実
存
」
 

観
 乃
至
「
 
単
 狂
者
」
 
観
と
 
彼
の
著
作
活
動
 

ゆ
 
全
体
を
貫
く
彼
の
真
理
や
真
理
に
関
す
る
事
項
の
 

伝
授
 法
 に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
「
 

単
独
者
１
１
私
の
著
作
活
動
 

一
に
つ
い
て
の
 
一
 
ち
の
 寛
書
 "
 ロ
 の
な
か
に
、
次
の
 

よ
 う
 に
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

「
 "
 
単
独
者
 
"
 の
弁
証
法
は
常
に
そ
の
二
重
の
運
動
に
 

ょ
 っ
て
両
義
的
に
さ
れ
た
。
…
…
仮
名
の
出
発
点
は
つ
ま
 

り
 知
性
や
教
養
そ
の
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二
へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
認
識
と
存
在
の
弁
証
法
 

キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
弁
証
法
を
よ
り
深
く
理
解
す
 る
た
め
に
、
我
々
は
こ
こ
で
 へ
｜
 ゲ
ル
の
弁
証
法
を
当
 小
 論
文
に
必
要
な
限
り
 

@
 
㏄
 -
 

に
 於
て
簡
単
に
概
観
し
て
み
た
い
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
哲
学
体
系
は
、
普
通
三
ン
チ
ク
 
ロ
 ヘ
デ
ィ
ロ
に
お
け
る
、
理
念
そ
の
も
の
の
 学
 、
即
ち
 、
 木
質
 学
 と
し
て
の
論
 

理
学
、
自
己
の
他
在
の
な
か
に
あ
る
理
念
の
学
と
し
て
 の
 自
然
哲
学
、
自
己
の
他
在
か
ら
自
己
帰
還
す
る
理
念
の
 学
 と
し
て
の
精
神
哲
学
 

-
 
㏄
 @
 

全
体
を
指
す
。
し
か
し
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
自
ら
述
べ
て
い
る
 如
く
、
分
析
的
な
現
象
学
的
方
法
に
よ
る
意
識
字
と
し
 
て
の
 
門
 精
神
現
象
学
 ヒ
 

は
 、
出
版
に
際
し
て
は
、
哲
学
体
系
円
 ェ
 ン
チ
ク
ロ
 ペ
 @
 
ア
イ
 b
 の
第
一
部
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
 は
 、
「
精
神
現
象
学
 ヒ
 

は
 前
者
と
は
独
立
し
た
、
哲
学
 知
 、
学
の
立
場
に
到
達
 す
べ
 き
 
「
論
理
学
 ヒ
 
（
大
論
理
学
）
友
華
「
 
ェ
 ン
チ
ク
ロ
 
ヘ
デ
ィ
」
へ
の
予
備
 
学
 

と
い
う
結
果
と
な
る
。
そ
こ
で
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
 
哲
学
体
系
が
、
 

円
 精
神
現
象
学
し
 
、
ヱ
 ン
チ
ク
ロ
。
 ヘ
デ
 ィ
ヒ
、
 更
に
歴
史
哲
学
友
 

@
 
田
 @
 

至
 応
用
論
理
学
と
し
て
の
自
然
哲
学
及
び
精
神
哲
学
と
 い
う
 流
れ
全
体
を
も
意
味
す
る
可
能
性
も
生
じ
て
く
る
。
 し
か
し
、
西
谷
 智
 治
教
 

 
 

る
 
"
 単
独
者
 "
 に
注
意
を
向
け
、
私
を
そ
の
ま
ま
仮
名
 著
者
と
混
同
し
て
し
ま
っ
た
 

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
重
性
こ
そ
正
に
 "
 単
独
者
 "
 の
弁
証
法
で
あ
る
。
 

"
 単
独
者
 "
 は
す
べ
て
の
人
々
の
 う
 ち
の
唯
一
な
る
者
で
 

あ
る
と
共
に
、
万
人
を
も
意
味
し
得
る
。
さ
て
、
弁
証
 法
的
に
注
意
を
換
起
す
る
た
め
に
は
 
"
 単
独
者
 "
 と
い
う
 ヵ
 テ
ゴ
リ
ー
を
常
に
そ
 

の
 二
重
性
に
於
て
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
の
側
に
存
 在
す
る
傲
慢
さ
は
あ
る
人
を
挑
発
し
、
他
方
の
理
解
に
 お
け
ら
謙
虚
さ
は
他
の
 

お
 
し
 

人
々
を
怖
げ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
重
の
思
想
に
 お
け
る
惑
乱
が
注
意
を
弁
証
法
的
に
興
奮
さ
せ
る
の
で
あ
 る
 。
そ
し
て
、
既
述
の
 

如
く
、
こ
の
二
重
性
が
正
に
 
"
 単
独
者
 "
 の
二
重
性
で
 あ
る
。
し
か
し
、
世
の
人
々
は
 幾
 っ
か
の
仮
名
著
者
に
 
ょ
 る
 作
品
の
中
に
出
て
く
   



キヱルケ コ 。 一 / し   におけ る 「実存弁証法」 の 問題 

も
の
と
す
る
シ
ェ
リ
 

ソ
グ
 の
後
期
の
積
極
哲
学
の
立
場
 

と
 異
な
っ
て
 
、
へ
一
 ゲ
ル
は
 
、
 常
に
存
在
者
の
本
質
か
ら
 

考
察
し
て
お
り
、
思
弁
 

（
づ
曲
き
の
 

コ
 &
 ～
Ⅰ
 

コ
帳
 
）
を
根
底
と
し
た
知
識
学
の
立
場
、
 
更
に
は
、
真
理
を
存
在
者
の
本
質
に
求
め
る
の
で
は
な
 

く
し
て
実
存
に
か
か
わ
る
 65 (65 

題
 と
連
関
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
へ
 @
 ゲ
ル
 に
 至
る
ま
で
の
存
在
者
の
本
質
（
 8
 お
ま
 す
 ）
に
か
か
わ
 る
 消
極
哲
学
と
、
キ
リ
 

ス
ト
教
を
中
心
と
す
る
、
人
間
の
実
存
（
の
 甑
降
の
コ
 
（
 
p
p
 
）
 に
か
か
わ
る
積
極
哲
学
と
を
区
別
す
る
に
到
る
。
し
か
 し
 、
カ
ン
ト
に
お
け
る
 

理
論
理
性
に
対
す
る
実
践
理
性
の
優
位
の
立
場
や
 、
実
 践
 理
性
の
優
位
の
面
を
更
に
徹
底
化
し
た
 フ
 Ⅱ
 ヒ
テ
 の
 絶
 射
的
自
我
の
「
事
行
」
 

 
 

の
知
 、
そ
の
も
の
に
立
脚
し
て
、
一
切
の
相
対
的
な
る
 も
の
を
そ
の
絶
対
知
の
領
域
の
内
部
に
於
け
る
い
わ
ば
 神
 的
な
理
法
あ
る
い
は
 ロ
 

聞
 さ
せ
る
。
そ
し
て
、
 へ
｜
 ゲ
ル
の
影
響
も
あ
っ
て
 、
そ
 

コ
ス
の
 自
己
展
開
と
み
る
」
（
 

7
@
3
 
 

論
理
学
の
思
惟
へ
の
方
向
 転
換
の
根
拠
が
定
か
で
な
い
。
 

の
 両
者
の
 、
 即
ち
、
自
我
と
他
我
、
精
神
と
自
然
の
根
 底
 と
な
る
絶
対
的
無
差
 

と
こ
ろ
で
、
 ヵ
ン
ト
 は
周
知
の
如
く
、
存
在
論
的
な
神
 の
 存
在
の
証
明
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な
そ
れ
ま
で
の
す
べ
 て
の
思
弁
に
 よ
 る
 神
 

の
 存
在
の
証
明
を
否
定
し
、
形
而
上
学
上
は
パ
ル
メ
ニ
 ア
ス
以
来
の
、
ま
た
神
に
関
し
て
は
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
 真
の
創
立
者
ア
ン
セ
ル
 

ム
ス
以
来
の
、
思
惟
と
存
在
の
一
致
の
思
想
を
否
定
す
る
 。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
に
基
づ
く
倫
理
的
 分
 野
を
究
め
よ
う
と
し
 

て
 、
無
限
者
・
絶
対
者
の
自
我
で
あ
る
よ
う
な
絶
対
的
 自
我
を
根
底
と
し
た
知
識
学
と
し
て
の
哲
学
を
樹
立
し
た
 フ
ィ
ヒ
テ
に
対
し
て
、
 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
扱
わ
な
か
っ
た
カ
ン
ト
の
 い
 わ
ば
理
論
理
性
に
 よ
 る
領
域
、
自
然
哲
学
を
再
び
前
者
 に
 並
ぶ
も
の
と
し
て
 展
 

題
 に
関
し
て
明
白
で
な
い
。
つ
ま
り
「
絶
対
的
な
も
の
 

に
 根
底
を
置
き
な
が
ら
然
も
経
験
的
に
確
実
な
相
対
的
な
 

る
も
の
か
ら
出
発
し
、
 

そ
し
て
絶
対
的
な
る
も
の
の
知
の
う
ち
に
そ
れ
自
ら
の
 

占
 
冗
 成
を
求
め
る
」
 

@
6
@
3
 
 

と
い
う
精
神
現
象
学
の
思
惟
の
方
向
の
 「
絶
対
的
な
る
も
の
 

ヘ
 
@
 
叩
 
）
 

授
も
指
摘
さ
れ
る
如
く
 、
 

日
精
神
現
象
学
 

ヒ
 か
ら
 日
 エ
ン
チ
ク
ロ
 
ペ
 デ
ィ
ロ
へ
の
 
立
 湯
の
転
換
が
、
本
来
そ
の
際
に
そ
こ
に
潜
む
筈
の
問
 



論
理
学
は
、
応
用
論
理
学
と
し
て
の
自
然
哲
学
、
精
神
 

哲
学
、
歴
史
哲
学
、
哲
学
史
を
、
い
わ
ば
プ
ロ
テ
ィ
 

ヌ
ス
 に
い
わ
け
 

ス
 で
 エ
 マ
ナ
 手
ア
イ
 

そ
れ
ぞ
れ
の
応
用
論
理
学
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
内
在
 的
な
考
察
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
に
こ
の
 ょ
ぅ
 な
 内
在
的
移
行
を
 、
キ
 

エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
 へ
｜
 ゲ
ル
に
お
 け
る
、
純
粋
な
理
念
に
関
す
る
学
で
あ
り
、
真
理
や
思
 惟
 を
そ
の
対
象
と
す
る
 

の
 字
 と
し
て
の
論
理
学
か
ら
、
そ
の
応
用
論
理
学
と
し
て
 の
 、
自
己
の
他
在
の
な
か
に
あ
る
理
念
の
学
と
し
て
の
 自
然
哲
学
、
自
己
の
他
 

（
 
何
 -
 

在
か
ら
自
己
遣
帰
す
る
理
念
の
学
と
し
て
の
精
神
哲
学
、
 絶
対
理
念
の
自
己
展
開
の
過
程
と
し
て
の
歴
史
哲
学
へ
 の
 展
開
に
お
い
て
も
、
 

転
換
は
、
内
在
性
の
次
元
で
な
さ
れ
て
お
り
、
立
場
 の
 転
換
に
於
て
本
来
考
察
さ
れ
る
べ
き
質
的
飛
躍
や
次
元
の
 質
的
相
違
や
そ
の
由
来
 

の
 究
明
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
ず
、
内
在
性
の
内
 に
お
け
る
連
続
性
の
立
場
内
で
の
移
行
に
終
始
し
て
い
る
 。
更
に
は
、
絶
対
理
念
 

ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
展
開
と
し
で
の
人
間
の
 自
由
も
、
結
局
は
 、
 神
の
自
己
展
開
に
お
け
る
一
過
程
に
 す
ぎ
ず
、
神
に
 よ
 る
 摂
 

理
の
必
然
的
実
現
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
「
 ヵ
ン
ト
 に
よ
っ
て
一
旦
否
定
さ
れ
た
、
思
惟
と
存
在
の
一
致
が
 再
 び
 徹
底
的
に
貫
か
れ
て
 

い
る
。
 

@
2
 

4
 
 

）
 こ
の
世
に
存
在
す
る
一
切
の
も
の
が
 神
 、
絶
対
的
 理
念
、
友
華
絶
対
者
、
精
神
を
そ
の
内
容
と
す
る
理
性
 の
 自
己
展
開
に
 よ
 る
 結
 

@
 
仰
 ）
 

果
 に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
 "
 理
性
的
な
 も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
 "
 と
 な
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
見
て
ぎ
た
如
く
 、
へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
「
精
神
 現
 家
学
」
の
方
向
か
ら
 
ヨ
 論
理
学
 ら
 友
華
 ヨ
ヱ
 ン
チ
ク
ロ
 ペ
 テ
 ィ
 b
 の
方
向
へ
の
 

に
 終
始
す
る
。
彼
に
於
て
は
、
既
述
の
如
く
、
歴
史
哲
学
 、
自
然
哲
学
、
精
神
哲
学
は
応
用
論
理
学
と
見
な
さ
れ
 る
か
ら
で
あ
る
 0
 徒
に
 

於
て
は
、
有
限
者
 よ
 り
な
る
現
実
は
 、
 真
の
絶
対
者
で
 あ
る
 神
 乃
至
絶
対
理
念
の
自
己
展
開
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
 、
自
然
は
他
在
に
お
 け
 

る
 理
念
で
あ
り
、
精
神
は
他
在
か
ら
自
己
へ
帰
還
す
る
 理
 念
 に
す
ぎ
ず
、
歴
史
は
絶
対
者
の
本
質
が
顕
わ
に
さ
れ
 る
 過
程
に
す
ぎ
な
い
と
 

@
 
㏄
 @
 

考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
シ
ェ
リ
 ン
グ
 の
考
え
る
よ
う
な
善
へ
の
み
な
ら
ず
 悪
 へ
も
向
か
う
 よ
う
な
人
間
的
自
由
が
 

考
え
ら
れ
る
余
地
は
な
く
、
彼
の
 
"
 必
然
の
真
理
は
自
 

 
 

て
 規
定
さ
れ
て
い
る
こ
 

と
を
知
る
こ
と
が
人
間
の
最
高
の
自
主
と
い
う
こ
と
で
 

 
 

0
 本
質
が
自
由
と
考
え
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忙
ケ
 

鮒
 
哲
学
を
批
判
し
、
人
間
の
実
存
が
真
理
を
求
め
る
 

ゴ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
さ
あ
 

 
 

を
標
傍
 
す
る
の
が
、
 
キ
ヱ
ル
 

 
 

ク
イ
ペ
 
デ
ィ
」
を
さ
す
の
か
、
そ
れ
と
も
「
精
神
現
象
 

学
ヒ
 か
ら
「
論
理
学
し
乃
至
  

 
 
 

ル
ロ
 ヱ
 ン
チ
ク
ロ
 
ペ
 デ
ィ
ロ
を
 
経
 て
応
用
論
理
学
に
 

至
る
哲
学
体
系
を
意
味
す
る
か
は
、
こ
こ
で
は
決
定
す
る
 

こ
と
は
て
き
 
ア
し
 力
し
力
 

(
 

 
 

 
 

キ
し
 、
い
ず
れ
に
せ
 
よ
 、
そ
の
体
系
は
内
存
的
・
 

連
 統
 的
存
在
論
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
た
め
に
、
 

当
 小
論
 
女
に
於
て
は
、
い
ず
れ
か
に
㏄
 

る 「実存弁証法」の 問題 

  
わ 
セま 

  
  
  
ア 
ス 

の内 

  
在 
的 し 

な 
の 

想起 

の 
説 

を 
基 ら 

礎 
と 

し、 

居 、 

，惟 白 き た Ⅰ 

と 

存 
在   
の 
  
致   なし 
を   
説 

  
存 
在 
- - Ⅰ - - 命 

と 

し 
て 

の 
  
  
  っはこ て " 系 世 
/ レ   



決
定
す
る
こ
と
は
強
い
ら
れ
な
い
。
我
々
は
こ
こ
で
は
、
 

む
し
ろ
両
方
向
を
そ
の
ま
ま
二
重
性
の
内
に
理
解
し
た
 

い
 0
 さ
て
、
 へ
｜
 ゲ
ル
 

の
 哲
学
体
系
は
、
方
法
的
に
も
内
容
的
に
も
弁
証
法
的
に
 

展
開
さ
れ
て
い
る
。
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
人
格
 
論
的
 思
惟
（
憶
 お
 o
 
コ
 a
.
 

捷
 （
日
の
の
 

オ
 e
s
 

し
の
コ
 

カ
 の
 
コ
 ）
に
基
づ
く
質
的
な
実
存
弁
証
法
 
に
 対
し
て
、
 へ
｜
 ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
存
在
論
的
思
惟
に
 

基
づ
い
た
、
存
在
と
認
 

識
の
量
的
な
思
弁
的
弁
証
法
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
を
 

簡
 単
に
概
観
し
た
い
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
に
於
て
は
、
認
識
は
先
ず
抽
象
的
、
悟
性
的
に
 

 
 

ル
に
ょ
 れ
ば
弁
証
法
 

の
 目
的
は
事
物
を
即
自
見
対
自
的
に
考
察
し
、
一
面
的
な
 

悟
性
規
定
の
有
限
性
を
明
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
 

て
 彼
に
 よ
 れ
ば
、
 ヵ
ン
 

ト
に
 於
け
る
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
、
悟
性
規
定
が
 

ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
真
の
姿
に
於
て
考
察
 

さ
れ
る
な
ら
直
接
に
そ
 

の
 反
対
物
に
転
化
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
意
義
 

あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
 

即
 ・
自
酌
、
肯
定
 

的
な
こ
の
認
識
段
階
は
 

内
在
的
に
超
出
さ
れ
て
、
こ
の
有
限
で
一
面
的
な
悟
性
 

的
 規
定
は
そ
の
否
定
と
し
て
示
さ
れ
、
反
対
の
も
の
へ
と
 

転
化
す
る
。
こ
れ
が
 
即
 

第
一
と
第
二
の
立
場
を
共
に
含
ん
だ
、
即
自
見
対
自
的
 

至
は
否
定
的
な
理
性
の
立
場
を
超
え
た
、
思
弁
的
乃
至
上
 

 
 

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
如
く
、
こ
れ
は
 

理
 

止
ま
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
否
定
的
な
も
の
を
成
果
と
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
表
象
に
従
え
ば
、
悟
性
が
神
の
慈
 

 
 

こ
の
消
極
的
成
果
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

悲
と
 呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
弁
証
法
の
原
理
は
神
の
 

カ
 

な
 、
否
定
の
否
定
と
し
て
の
肯
定
、
総
合
の
立
場
で
あ
る
 

性
的
段
階
で
あ
る
。
 

@
a
-
4
 
 

し
か
し
、
哲
学
は
弁
証
法
の
単
に
消
 

し
て
生
み
出
し
た
も
の
を
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
身
 

自
走
的
理
性
的
な
も
の
の
根
本
規
定
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

（
止
揚
す
る
）
と
い
う
言
葉
が
「
除
去
す
る
，
 

一
 と
い
う
 意
 

 
 

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
論
理
的
な
も
の
の
第
三
の
形
 

式
 、
即
ち
、
弁
証
法
力
 

味
 と
同
時
に
「
保
存
す
 

 
 

。
こ
の
こ
と
は
、
 へ
｜
 

極
 的
な
成
果
に
は
立
ち
 

こ
の
第
三
の
段
階
は
 
、
 

の
 内
に
含
ん
で
お
り
、
 

（
 
旨
 P
n
 
巨
 ）
と
考
え
 ろ
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キェルケゴールに 

題
 と
な
る
よ
う
な
、
実
存
に
か
か
わ
る
第
二
哲
学
を
樹
 立
し
ょ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
実
存
は
 、
想
 起
を
基
礎
と
し
た
本
質
 

的
 真
理
か
 、
 時
が
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
よ
う
な
真
理
 を
 選
ぶ
か
と
い
う
、
真
理
に
関
し
て
あ
れ
か
こ
れ
か
 （
 
出
 
Ⅲ
 
目
 Ⅰ
 
ま
 @
 
の
宙
の
 

r
 。
 
O
 宙
 e
 Ⅰ
）
 

 
 

の
 決
断
の
前
に
立
た
さ
れ
る
 0
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 へ
｜
 ゲ
ル
批
判
は
、
思
惟
と
存
在
の
一
致
と
い
う
、
存
在
者
 の
 木
質
に
の
み
か
か
わ
㈹
 

る
 後
者
の
存
在
論
的
思
惟
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
 彼
 の
 存
在
論
と
し
て
の
論
理
学
の
な
か
で
、
現
実
の
世
界
の
 一
切
の
運
動
、
生
命
、
㏄
 

おける 

理
 と
の
か
か
わ
り
に
於
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
く
 

る
よ
う
な
、
即
ち
時
の
う
ち
に
お
け
る
時
の
充
実
（
比
の
 

つ
 む
甘
の
ら
の
「
い
の
 

@
 ）
が
 問
 

「実存弁証法」の 問題 

客
の
対
立
を
内
に
含
み
、
具
体
的
全
体
的
な
立
場
で
あ
 り
 、
対
立
し
た
も
の
を
観
念
的
な
要
素
と
し
て
自
己
の
内
 に
 含
ん
で
い
る
。
そ
し
 

て
 、
第
二
の
弁
証
法
的
乃
至
否
定
的
理
性
的
段
階
は
 、
二
 一
つ
の
形
式
の
論
理
的
な
も
の
の
う
ち
で
、
つ
ま
り
、
 

前
 二
者
か
ら
思
弁
的
乃
至
 

肯
定
的
理
性
的
段
階
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
決
定
的
な
 発
展
の
原
理
と
な
る
。
従
っ
て
、
弁
証
法
は
第
二
の
段
階
 に
 於
て
の
み
な
ら
ず
、
 

三
つ
の
段
階
全
体
を
貫
く
、
論
理
的
な
も
の
の
運
動
の
 原
理
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
も
、
以
上
述
べ
て
ぎ
た
概
念
 的
 認
識
の
発
展
の
論
理
 

と
し
て
の
弁
証
法
は
 、
ニ
の
 前
半
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
 も
 明
白
で
あ
る
よ
う
に
 へ
｜
 ゲ
ル
に
於
て
は
、
同
時
に
そ
 の
ま
ま
存
在
の
発
展
の
 

論
理
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
な
も
の
の
 発
 展
が
 、
そ
の
ま
ま
絶
対
者
の
自
己
実
現
の
過
程
と
考
え
 も
 れ
て
お
り
、
従
っ
て
 存
 

在
の
発
展
の
論
理
を
も
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

し
か
し
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
以
上
の
如
き
内
在
的
な
 弁
証
法
の
立
場
（
そ
こ
で
は
真
理
は
全
体
で
あ
る
こ
と
か
 ら
 、
真
理
に
関
し
て
 

は
 い
 0
 臣
 0
 ミ
 ・
 
キ
す
 %
 高
甘
の
立
場
）
に
対
し
て
・
 
キ
ヱ
ル
ケ
 
コ
ー
ル
は
カ
ン
ト
を
引
き
継
ぐ
思
惟
の
存
在
と
の
不
一
 致
を
基
礎
に
、
存
在
者
 

0
 本
質
を
そ
の
対
象
と
し
た
第
一
哲
学
、
存
在
論
と
し
て
 の
 哲
学
に
対
立
す
る
、
人
間
の
実
存
、
つ
ま
り
、
人
間
 の
 悪
や
自
由
や
愛
が
真
 

@
 
㏄
 -
 

場
は
、
 二
つ
の
対
立
し
た
立
場
に
お
け
る
諸
規
定
の
解
 消
 と
移
行
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
肯
定
的
な
も
の
を
 把
 損
 す
る
の
で
あ
る
。
 
主
 

る
 」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
 あ
る
。
こ
の
第
三
の
立
場
は
、
特
定
の
諸
規
定
の
否
定
と
 し
て
 

を
 持
ち
、
且
つ
異
な
っ
た
諸
規
定
の
統
一
で
あ
る
が
 故
 に
 具
体
的
で
あ
り
、
し
か
も
悟
性
の
論
理
学
を
含
ん
で
い
 る
 。
 の

 肯
定
的
な
成
果
 

つ
ま
り
、
こ
の
 
上
 



既
に
我
々
は
 、
へ
｜
 ゲ
ル
の
弁
証
法
に
於
て
、
悟
性
的
 思
惟
は
、
定
立
か
反
定
立
か
の
一
方
の
み
を
肯
定
し
 、
他
 を
 否
定
す
る
の
に
 対
 

し
て
、
理
性
的
思
惟
は
弁
証
法
的
か
思
弁
的
か
を
問
わ
 ず
に
、
 総
ム
ロ
 
に
到
る
た
め
の
矛
盾
の
統
一
を
意
図
す
る
も
 の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
 

し
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
於
て
も
、
周
知
の
如
く
 、
悟
 性
 と
理
性
は
区
別
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
悟
性
 は
 規
則
を
用
い
て
現
象
 

を
 統
一
す
る
能
力
で
あ
り
、
理
性
は
諸
原
則
の
下
に
 悟
 性
の
規
則
を
統
一
す
る
能
力
で
あ
っ
て
、
直
接
に
経
験
や
 経
験
的
対
象
に
関
係
す
 

る
こ
と
な
く
、
悟
性
概
念
と
悟
性
の
判
断
に
関
係
し
 、
概
 念
を
使
っ
て
多
様
な
認
識
に
 ア
 ・
プ
 リ
オ
 り
な
統
一
を
 

 
 

性
 統
一
は
、
可
能
的
経
験
の
悟
性
統
一
か
ら
は
本
質
的
 に
 区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
悟
性
概
念
で
あ
る
 ヵ
テ
ゴ
り
 ｜
が
 、
そ
の
本
来
の
領
 

域
 で
あ
る
経
験
の
範
囲
内
に
内
在
的
に
留
ま
ら
ず
、
 統
 一
に
際
し
て
 経
 験
を
超
え
た
も
の
に
も
通
用
し
ょ
う
と
し
 て
 超
越
的
に
な
ろ
 う
と
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
先
験
的
仮
象
が
生
ず
る
。
カ
ン
ト
 に
よ
れ
ば
、
純
粋
悟
性
概
念
（
 ヵ
テ
ゴ
リ
 ー
）
は
諸
表
象
 の
総
 ム
ロ
 
的
 統
一
と
か
か
 

わ
り
、
純
粋
理
性
概
念
（
 先
 験
的
理
念
）
は
、
あ
ら
ゆ
 

 
 

て
 、
先
験
的
理
念
に
は
 

三
種
あ
る
が
、
第
一
は
、
思
惟
す
る
主
観
の
絶
対
的
（
 無
条
件
的
）
統
一
を
含
み
、
第
二
は
、
現
象
の
諸
条
件
の
 系
列
の
絶
対
的
統
一
を
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キヱ 

以
上
、
簡
単
に
概
観
し
た
 

ヵ
ン
ト
 
に
お
け
る
先
験
的
 

弁
 乱
読
 は
 、
先
験
的
仮
象
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
理
 

 
 

含
み
、
第
三
は
思
惟
一
般
の
一
切
の
諸
対
象
の
条
件
の
 

絶
対
的
統
一
を
含
む
。
即
ち
、
こ
れ
ら
は
、
伝
統
的
な
 

西
 欧
の
形
而
上
学
の
歴
史
 

に
お
け
る
三
大
テ
ー
マ
、
思
惟
す
る
主
観
と
し
て
の
 

自
 毬 
一
切
の
現
象
の
総
括
で
あ
る
世
界
、
一
切
の
存
在
中
 

の
 存
在
者
で
あ
る
 

神
、
 

に
か
か
わ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
理
念
の
事
実
性
は
 

、
理
 
論
 的
、
思
弁
的
に
は
成
立
で
き
ぬ
も
の
で
あ
り
、
 

唯
 、
 
実
 践
 的
な
意
図
に
於
て
の
 

み
 妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
魂
の
不
死
、
自
由
、
神
が
 

，
 
」
れ
で
あ
る
。
自
由
は
、
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
（
 

q
p
 

（
Ⅰ
 

0
 
 

の
の
の
の
 

コ
日
 
）
と
し
て
 

先
 

験
的
 
仁
知
ら
れ
る
得
る
唯
一
の
理
念
で
あ
り
、
神
と
人
 

間
の
魂
の
不
死
は
、
道
徳
的
考
慮
に
於
て
要
請
さ
れ
る
と
 

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
先
験
的
弁
証
論
は
、
人
間
理
性
に
と
っ
て
自
然
 

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
純
粋
理
性
そ
の
も
の
の
 

読
弁
 
で
あ
 
る
よ
う
な
、
 
つ
 ま
 

り
 、
理
性
の
自
然
的
本
性
に
由
来
す
る
錯
覚
を
問
題
と
 

す
る
。
弁
証
的
推
理
は
、
理
念
の
数
と
同
様
三
種
し
か
な
 

く
 、
そ
の
結
論
は
こ
れ
 

ら
 三
種
の
理
念
こ
そ
れ
ぞ
れ
帰
着
す
る
。
 

，
 
p
 
 

。
 
@
3
@
@
 
 

つ
ま
り
、
 

三
 種
 の
 先
 験
的
理
念
に
よ
っ
て
三
種
の
先
験
的
仮
象
が
生
ま
 

れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
 

@
 
騒
 
@
 

題
 種
の
理
性
推
理
は
、
「
多
様
な
も
の
を
含
ん
で
い
 

な
い
主
観
と
い
う
先
験
的
概
念
か
ら
こ
の
主
観
そ
の
も
の
 

の
 絶
対
的
統
一
」
、
即
ち
 

魂
 
 
 

る
も
の
で
、
先
験
的
誤
謬
推
理
（
（
ぺ
い
口
の
 

N
O
 

コ
 
&
 
の
コ
 

（
の
）
の
 

Ⅱ
 
弔
 
代
田
 
0
 
哩
の
日
 

拐
 ）
 と
 名
づ
 

繍
 
睡
 
」
 か
か
わ
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
推
理
を
す
る
 
げ
ら
れ
る
。
第
二
種
の
弁
証
的
推
理
は
、
「
与
え
 

理
 

 
 

い
る
。
そ
こ
で
は
周
知
の
如
 

体
 
@
5
-
 

5
 
」
と
い
う
先
験
的
概
念
に
 

ぼ
く
、
 具
 性
質
、
関
係
、
様
相
と
い
う
四
つ
の
 

力
 -
 
ア
 
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
 

老
 小
論
文
に
 

於
て
は
、
第
三
の
自
由
に
関
 

 
 

 
 

理
 
の
 
の
 

 
 

ル
 で
あ
る
。
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ト
 以
前
に
ま
た
逆
戻
り
し
て
独
断
的
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
 に
な
る
神
が
 、
ヵ
ン
ト
 に
於
て
は
神
の
存
在
の
思
弁
に
 よ
 る
証
明
が
不
可
能
と
 

さ
れ
て
道
徳
的
証
明
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
、
 我
 々
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
大
い
な
る
先
駆
者
を
 ヵ
ソ
ト
 の
う
ち
に
認
め
得
る
の
 

で
あ
る
。
 

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
（
た
と
え
、
そ
れ
が
 ヵ
ン
ト
 の
 信
仰
に
於
て
は
神
の
命
令
、
神
の
声
と
受
け
取
ら
れ
て
 い
よ
う
と
も
）
 、
へ
｜
 

ゲ
ル
に
比
し
て
、
神
に
対
し
て
人
格
を
も
っ
た
人
間
と
い
 ぅ
 こ
と
が
 よ
 り
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
 へ
 ｜
 ゲ
ル
に
於
て
は
 ヵ
ン
 

れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 更
 に
 、
自
由
が
道
徳
的
法
則
の
存
在
根
拠
と
さ
れ
、
道
徳
 法
 則
 が
自
由
の
認
識
根
拠
 

弁
 的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
即
ち
、
理
論
的
 認
識
に
よ
っ
て
は
、
実
践
的
理
性
の
領
域
に
属
す
る
事
項
 の
 認
識
は
不
可
能
で
あ
 

る
と
い
う
、
言
葉
は
相
違
し
て
も
内
容
上
は
い
わ
ば
 キ
 エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
の
 へ
｜
 ゲ
ル
批
判
と
も
言
い
得
る
よ
う
な
 側
面
が
既
に
先
取
り
さ
 

践
 理
性
の
優
位
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
 、
我
 々
は
こ
こ
で
、
 カ
ソ
ト
 に
お
け
る
先
験
的
弁
証
論
が
 、
 純
粋
理
論
理
性
に
対
す
 

る
 実
践
理
性
の
優
位
を
も
た
ら
す
た
め
の
媒
介
と
な
っ
て
 い
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
 そ
の
こ
と
の
内
に
 、
思
 

が
、
カ
ソ
ト
 に
お
け
る
神
の
存
在
の
道
徳
的
証
明
と
呼
 ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
意
味
に
於
て
、
純
粋
 理
論
理
性
に
対
す
る
 案
 

し
て
も
、
思
弁
的
に
ほ
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
も
の
で
 あ
る
。
従
っ
て
、
問
題
は
理
論
理
性
か
ら
実
践
理
性
の
領
 域
 へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
 

に
な
る
の
で
あ
る
。
実
践
理
性
の
領
域
に
於
て
は
、
 自
 由
は
 、
既
述
の
如
く
、
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
と
し
て
 先
 験
 的
に
我
々
に
知
ら
れ
 

得
る
理
念
で
あ
る
。
魂
の
不
死
は
、
福
徳
の
一
致
と
し
 て
の
最
高
善
が
霊
魂
 不
 死
の
前
提
の
下
に
の
み
実
践
的
に
 可
能
で
あ
り
、
且
つ
 道
 

@
 
鮨
 -
 

徳
的
 法
則
と
不
可
分
離
に
結
ム
ロ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
 
純
 粋
 実
践
理
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
（
理
論
的
に
は
証
明
 不
可
能
）
。
神
の
存
在
 

（
 
団
 ）
 

は
 、
福
徳
の
一
致
と
い
う
最
高
善
が
可
能
と
な
る
た
め
の
 必
然
的
制
約
と
し
て
、
道
徳
的
に
必
然
的
な
も
の
と
し
 て
 要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
 

(72) 

念
仁
 関
し
て
は
限
界
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
 

あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
魂
の
不
死
に
し
て
も
、
自
由
に
 

し
て
も
、
神
の
存
在
に
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わ
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て
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在
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と
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く
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へ
｜
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れ
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す
る
実
存
 の
 立
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か
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へ
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ル
ケ
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存
弁
証
法
を
可
能
と
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
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ン
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ー
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ら
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ェ
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す
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れ
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自
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自
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法
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自
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意
志
の
二
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 反
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験
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弁
証
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@
 
㏄
）
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て
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れ
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」
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考
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れ
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で
あ
る
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周
知
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く
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ト
 哲
学
は
ル
タ
ー
神
学
を
哲
学
的
に
解
釈
し
な
お
し
た
も
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と
考
え
る
こ
と
が
 可
 

      」の問題 

の
 立
場
を
徹
底
化
し
た
も
の
と
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ら
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得
る
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無
論
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ン
ト
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｜
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自
我
、
世
界
、
神
の
問
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離
さ
れ
て
い
ず
根
源
的
に
一
で
あ
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と
こ
ろ
か
ら
探
究
 す
る
 よ
う
 に
と
、
我
々
を
促
す
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
人
間
の
真
の
自
己
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
ぬ
 、
 哲
学
的
、
宗
教
的
な
真
理
の
問
題
の
探
究
は
、
人
間
の
 実
存
と
本
質
が
未
だ
 分
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さ
れ
て
い
な
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。
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 二
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人
 の
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す
る
倫
理
的
責
任
の
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題
に
強
調
が
お
か
れ
て
 い
 る
と
す
る
な
ら
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は還 原性 れ はくし づ とれ時機 " " 念 
司 十寸 

」 

ス 」「 死 罪に基 を夫 ぅ 真理 又 状態と て規定 原罪に 前二妻 @ 
づ に は し さ よ に に 教 

講 至る 罪 く して 永遠 規 て れ て って 於て - 一 ロ - - 舌 
e-=   
上 
プ ｜ 

る 
五星 

由   米 

の の と 吉 書 の 心 的 
罪 個 い の は と 理 断 
に 大 う ら 自 は 的 片 
対 が 原 の 分 さ 分 の 

沢 

す 倫 罪 と の れ 析 完 
る 理 観 い 体 て が 結 
倫 的 に う 酸 い な 的 
理 貴 基 よ の な さ 非 

学問的 責任 ぬ 任を負 づいて りは、 分析と い。 し ね 、太 
は ね そ な い か は 後 
問 ね う し ぅ   し 自 書 
題 ば な ろ ょ 罪 己 口 
と な の 入 り は の の 

紀
 

S
 

キ
   

ノ ン 

ケ 
ゴ   

  

ノ ン 

の 

刊
 キ
リ
ス
ト
教
講
話
 ヒ
 ほ
 つ
い
て
 



キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
我
が
著
作
活
動
の
視
点
ヒ
 を
 一
八
 

四
八
年
一
一
月
に
書
き
上
げ
、
自
ら
自
分
の
著
作
活
動
 

の
 真
意
を
伝
え
よ
う
 

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
兄
ピ
ー
タ
ー
の
手
に
よ
っ
て
 彼
の
死
後
一
八
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
「
視
点
 ヒ
の
 第
一
篇
の
冒
頭
に
 

「
 A
 、
著
者
は
美
的
著
作
家
な
の
か
、
そ
れ
と
も
宗
教
的
 著
作
家
な
の
か
、
と
い
う
全
著
作
活
動
に
お
け
る
二
義
 性
 又
は
二
重
性
」
と
 題
 

し
 、
そ
れ
迄
の
全
著
作
を
三
部
門
に
分
け
て
い
る
。
 第
 一
部
門
（
美
的
著
作
）
 1
 
「
あ
れ
か
・
こ
れ
か
 ヒ
 「
お
そ
 れ
 と
お
の
の
き
 ヒ
ヨ
反
 

後
ロ
「
不
安
の
概
念
」
 
円
 
序
文
ば
か
り
 ヒ
 「
哲
学
的
 断
 片
口
「
人
生
行
路
の
諸
段
階
 三
 以
上
の
外
に
次
々
に
分
げ
 に
さ
れ
た
一
八
 篇
 の
 建
 

徳
的
 講
話
が
あ
る
。
第
二
部
門
 ｜
 
「
哲
学
的
断
片
の
完
 結
 約
 非
学
問
的
あ
と
が
 ぎ
 L
 。
第
三
部
門
（
宗
教
的
著
作
 ）
 1
 
「
種
々
な
る
精
神
 

に
お
け
る
建
徳
的
講
話
 J
 「
愛
の
わ
ざ
 ヒ
 「
キ
リ
ス
ト
教
 
講
話
ヒ
外
に
美
的
小
論
文
「
危
機
お
よ
び
一
女
優
の
生
 涯
 に
お
け
る
一
つ
の
 危
 

機
ヒ
 と
し
、
こ
こ
に
明
ら
か
に
美
的
著
作
と
宗
教
的
善
 作
の
二
重
構
造
が
著
作
活
動
の
始
め
か
ら
あ
る
こ
と
を
 示
 し
 、
自
分
は
始
め
美
的
 

一
 
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
同
講
話
し
に
つ
い
て
の
問
題
 
 
 

の
 三
善
 に
 於
て
は
人
間
の
本
性
と
罪
が
同
一
視
さ
れ
て
い
 て
 、
ア
ウ
グ
ス
 チ
ヌ
ス
的
 色
彩
が
濃
い
 
0
 
こ
の
二
つ
の
 
罪
親
 は
 キ
エ
 
ル
 ケ
ゴ
｜
 
 
  

 

ル
の
 著
作
の
二
大
対
流
と
な
っ
て
い
て
、
両
者
を
合
一
さ
 せ
る
べ
 き
 充
分
な
解
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
 る
 。
こ
の
よ
う
に
 罪
 観
の
 

 
 

に
 相
違
が
あ
る
の
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
が
仮
名
で
 書
か
れ
、
す
べ
て
が
彼
の
人
格
的
責
任
を
負
 う
 べ
 き
木
 心
が
 吐
露
さ
れ
て
い
る
 

も
の
と
は
 
見
徴
 さ
れ
な
い
、
一
種
の
思
索
実
験
と
も
い
 ぅ
 べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
異
観
 を
 異
観
と
し
て
罪
の
 側
面
か
ら
の
み
見
な
い
 

で
、
罪
は
啓
示
の
光
を
通
し
、
 

又
 信
仰
に
 2
9
 
一
層
あ
き
 ら
か
に
な
る
も
の
と
す
れ
ば
、
信
仰
論
及
び
信
仰
の
対
 象
 と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
 

論
の
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
対
立
す
る
異
観
 に
 融
和
の
鍵
が
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
 キ
 ヱ
ル
ケ
 
ゴ
ー
ル
が
本
名
 

で
 出
版
し
た
著
作
、
即
ち
建
徳
的
講
話
 集
 、
特
に
日
キ
リ
 ス
ト
 教
 講
話
口
を
取
上
げ
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 



s
 
 期
に
於
て
は
教
化
的
又
は
建
徳
的
と
い
う
語
が
つ
 

け
ら
れ
て
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
語
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
 

い
の
は
、
末
だ
充
分
キ
リ
ス
 
8
l
 

 
 

キ
時
に
、
他
方
自
ら
理
想
と
す
る
新
約
聖
書
の
使
徒
 

達
の
 キ
リ
ス
ト
教
に
遠
い
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
謙
虚
 さ
 を
も
示
す
と
思
 う
 。
特
に
初
は
 

ゆ
に
対
す
る
覚
醒
が
「
講
話
」
を
出
版
す
る
目
的
の
 

一
つ
で
も
あ
っ
た
が
、
本
名
で
語
ら
れ
た
と
し
て
も
出
版
 と
い
う
形
を
と
る
以
上
「
 講
 

レ
話
 卜
も
又
厳
格
に
言
え
ば
間
接
的
伝
達
で
あ
っ
た
。
 特
に
後
に
な
る
に
従
い
、
教
会
攻
撃
は
強
く
な
る
が
、
 そ
れ
故
一
層
敢
え
て
「
権
威
 

け
ナ
 し
に
」
（
 0
 ぎ
の
下
卑
 0
 「
 
り
 
（
 
ぴ
 （
）
語
る
必
要
に
迫
 ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
 
目
 
講
話
口
は
公
認
の
 教
会
へ
の
批
判
を
含
む
と
 同
 

 
 

 
 

@
5
"
 

キ
 

の
は
ご
く
わ
、
 づ
 
か
で
あ
る
。
 

コ
堤
 ど
の
中
で
当
 時
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
 教
弄
 は
「
お
そ
 ろ
 べ
き
錯
覚
で
あ
る
 。
」
と
い
っ
て
居
り
、
こ
れ
 

 
 口

書
き
残
す
気
持
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
 
為
 幾
分
反
省
的
に
図
式
化
さ
れ
て
二
重
構
造
が
「
視
点
し
の
 中
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
 本
 

ぬ
名
で
書
い
た
宗
教
的
著
作
と
し
て
「
講
話
口
の
中
 

に
 特
に
彼
の
真
意
が
真
面
目
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
見
て
 よ
い
と
思
 う
 。
 

 
 

ス
 

所
で
「
講
話
口
は
彼
の
真
意
を
真
面
目
に
吐
露
 し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
 殆
 ん
ど
が
出
版
ざ
れ
た
も
の
で
 あ
っ
て
教
会
で
説
教
さ
れ
た
 

 
 つ

っ
て
三
五
才
以
上
進
 は
 生
き
な
い
と
考
え
て
い
た
，
 
」
と
も
あ
り
、
こ
の
年
健
康
を
害
し
て
い
た
彼
は
総
決
算
 の
つ
も
り
で
著
作
の
真
意
を
 

 
 

 
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
著
作
家
と
し
て
単
独
者
の
道
を
と
 る
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
動
機
は
、
婚
約
者
レ
ギ
ー
 ネ
 

オ
ル
セ
ン
と
の
婚
約
 

破
棄
で
あ
る
が
、
レ
ギ
ー
 ネ
 は
一
八
四
七
年
一
一
月
 シ
 ュ
レ
｜
 ゲ
ル
と
結
婚
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
 翌
 四
八
 年
 四
月
一
九
日
に
「
私
 

@
4
@
 

の
 全
本
性
は
変
っ
た
。
私
の
隠
蔽
 と
蹟
 蹄
は
破
ら
れ
た
。
 
私
は
自
由
に
語
る
。
」
と
日
記
に
書
い
て
い
る
。
も
っ
 と
も
す
ぐ
二
四
日
に
 

「
 否
 、
 否
 、
私
の
肩
 蹄
は
未
 だ
破
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
な
 い
 。
少
く
と
も
今
は
。
」
と
あ
る
が
、
幾
分
の
踊
 

蹄
は
末
 だ
 認
め
ら
れ
た
に
し
て
 

て
も
、
彼
は
こ
れ
迄
の
全
著
作
に
対
し
自
ら
解
題
を
圭
 
日
 く
気
持
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
つ
に
は
父
に
ま
つ
 わ
る
呪
わ
し
い
定
め
に
 
ょ
 

 
 

美
的
著
作
は
宗
教
的
な
も
の
に
人
の
関
心
を
向
け
る
た
 め
の
伝
達
の
一
手
段
で
あ
り
、
真
理
へ
と
人
を
誘
う
詐
術
 で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

-
@
@
 

）
 

著
作
家
で
あ
っ
た
が
、
午
を
ふ
る
に
従
っ
て
宗
教
的
 著
 作
家
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
 全
著
作
活
動
の
思
想
 全
 

 
 

体
は
八
人
は
如
何
に
し
て
キ
リ
ス
卜
者
に
な
る
か
Ⅴ
 と
 

一
事
に
っ
き
る
こ
と
を
読
者
は
念
頭
に
お
い
て
欲
し
 い
レ
 Ⅰ
舌
ロ
 
っ
イ
 Ⅰ
 ハ
ブ
つ
 。
 又
 



二
口
一
八
の
建
徳
的
講
話
 L
 

一
八
四
三
年
五
月
一
三
日
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 ヨ
 一
つ
の
 
建
徳
的
講
話
 ヒ
を
 出
版
し
た
。
そ
の
前
に
「
あ
れ
か
・
 こ
れ
か
口
を
二
月
二
 

十
日
に
ヴ
ィ
ク
ト
ル
，
 ェ
レ
、
，
、
タ
の
 

仮
名
で
出
版
し
て
 い
る
。
目
視
点
 ヒ
 で
は
「
私
は
左
手
で
世
間
に
 ョ
 あ
れ
か
 ・
こ
れ
か
口
を
さ
し
 出
 

し
 、
右
手
で
 
ヨ
 一
つ
の
建
徳
的
講
話
口
を
さ
し
出
し
た
 
が
 、
す
べ
て
の
人
々
あ
る
い
は
た
い
て
い
の
人
々
は
右
手
 で
 私
の
左
手
の
も
の
を
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

 
 

講
話
 ヒ
は
 つ
い
て
は
「
大
い
な
る
森
の
中
に
世
を
し
の
ぶ
 小
さ
な
花
」
と
い
っ
て
 

い
る
が
、
彼
が
い
か
に
こ
の
日
講
話
口
を
大
切
に
考
え
 十
 
ヒ
 レ
 み
ん
 
人
 
T
 
が
わ
 人
 
Ⅰ
 ス
 ㌧
。
 
そ
 L
 
し
千
 
し
こ
れ
 卜
 
休
日
あ
れ
 人
 
Ⅲ
・
こ
れ
 か
ヒ
 に
於
て
示
さ
れ
た
 

美
的
人
間
と
倫
理
的
人
間
の
絶
望
や
挫
折
に
対
し
て
 解
 決
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

一
八
四
三
年
一
 0
 月
一
六
日
に
三
つ
の
建
徳
的
講
話
し
 
が
 出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
 ョ
 反
復
 ヒ
 と
「
お
そ
れ
と
 お
 の
の
 ぎ
ヒ
と
 同
時
に
 

出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
主
題
に
内
的
関
連
が
あ
る
こ
と
 が
う
か
が
わ
れ
る
。
同
年
一
二
月
六
日
に
 
ョ
 四
つ
の
建
徳
 的
 講
話
し
が
出
版
さ
れ
 

た
が
、
が
れ
ら
の
講
話
に
於
て
も
前
の
講
話
と
同
じ
く
 日
 反
復
口
や
「
お
そ
れ
と
お
の
の
き
口
の
主
題
の
展
開
が
 さ
れ
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
 

ハ
ム
 や
ョ
ブ
 の
沈
黙
の
深
さ
に
思
い
が
ほ
せ
ら
れ
て
い
て
 
レ
ギ
 ー
 ネ
 を
捧
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
自
身
の
心
 境
や
摂
理
の
秘
義
に
対
 

し
 沈
黙
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
 

一
八
四
四
年
六
月
八
日
「
三
つ
の
建
徳
的
講
話
 目
 が
出
版
 さ
れ
、
同
年
八
月
三
一
日
に
口
四
つ
の
建
徳
的
講
話
 ヒ
 が
 出
版
さ
れ
た
。
 こ
 

げ
 、
そ
こ
に
表
わ
れ
て
い
る
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
 と
 思
想
を
吟
味
し
た
 い
 。
 

る
 べ
 き
 も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
 日
 キ
リ
ス
ト
教
 講
 話
し
を
取
上
げ
る
に
先
立
っ
て
出
版
さ
れ
た
三
八
の
建
 
徳
的
 講
話
」
を
取
上
㌧
 

 
 

ト
教
 と
は
言
え
な
い
が
、
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
を
 

示
 L
 、
 そ
れ
ぞ
れ
の
 ョ
 
講
話
し
は
美
的
著
作
の
提
示
す
る
問
い
 

に
 対
す
る
答
え
と
考
え
 82 



  キヱルケ ゴールの 巨 キリスト教講話 コ ほ ついて 

 
 

 
 

る
が
、
ま
だ
仮
名
の
形
で
あ
り
、
「
講
話
 ヒ
 
の
方
も
 キ
 ヱ
 
ル
ケ
，
コ
ー
ル
の
宗
教
観
が
表
れ
て
い
て
興
味
深
い
が
、
 

宗
教
性
 A
 
の
段
階
と
見
 

  (83) 

な こ 時 内 分 た に が れ 
い の 間 面 の 。 似 非 議 ら 

。 ィ を 他 意 こ 上 を 話 は 

ェ スえ、 越し 忘 な れの自の同 ら一覧 生 年 
  て 自 服 の 八 さ 題 六 
キ い ら 従 講 の せ と 月 
り る の さ 話 建   し - 
ス と 中 せ の 徳 神 て 七 

ト い に る 主 的 と 取 目 

と 5 次 こ 要 講 の 上 に 
岡 目 潜 と テ 講 和 げ 出 
時 覚 す を l は 解 ら 版 
に は る 学 マ 一 へ れ さ 
な あ こ び は っ 導 て れ 
る る と 、 地 に く． い た   に よね そ めら か て ヨ女 不の 

の の 本 た れ 一 
概念目 り、罪 が時間 自らの えられ そ の と れて、 いろ。 安の概 

念 の 
敵 中 来 苦 に 八 ヒ 問 
し に 性 悩 関 四 に 題 
を 人 に を わ 五 お と 

年 と 到 耐 る 年 げ 村 
え し 逢 え 目 互 6 店 

罪 し 

め て 二九 しようて来たる神と 月 忍ぶこ 断 己 の 縫 い 
験 る 

の神とと念日 和、 すで に 的 と 

分 見 
折 て 

あ と 教 に よ   対 い 

しと " 思、   
こ ヱ 場 の で   講 円ぅ 講 。 
と ス で に あ 話 
は ・ あ 目 8 目 話 口内 「 

で ・ の 
は 中 
苦 め 

し棟 」   
が め 

人 間   問 題 

た 飽 仰 

大く 部ま 告こ 百れ 
の で 式 は 
ョ も ） 一 
九 想 と 八 

      
生 完 結 四 
行 さ 婚 五 @ 。 

路 れ 式 年 目 い 本 f   

の た と 四 定 
諸 揚 棄 児 

投 合 式 二 
さ 

階 で で 九 
れ 

ヒ め る 日 
た 

で 講 る に 場 本 
あ 話 。 キ 
る て   表 ヱ 口こ ll 
が あ 題 ル お 

す l 
  " " るのケ o 不ゴ 一 る         つ 
書 ほ う に 

に 文才 に よ 
の 

旅 店 こ っ 
講 
話 --- 

て す れ て 口 
文 8 々 出 
学 美 の 版   
で 倫 は た 
自 運 実     
異 宗 そ さ 

の 教 の れ 

告白大よう こ三 的 著 
が 作 な っ 
さ は 場 の 
れ 司 令 場 
て 年 に 合 
い 四 な と 

る 月 さ い 
と 三 れ ぅ 

見 0 た の 
8 日 の は 
こ に で 堅 
と 出 は ィ 言 
が 版 な 礼 

出さく、 来れ （ 信 



こ
れ
は
一
八
四
七
年
三
月
一
三
日
に
出
版
さ
れ
、
三
つ
の
 講
話
か
ら
な
る
大
部
の
講
話
 集
 で
あ
る
 0
 英
訳
で
は
 三
 っ
に
 分
け
て
別
々
に
 

出
版
さ
れ
た
。
第
一
の
講
話
の
題
は
「
心
の
純
粋
さ
と
 は
 尺
一
つ
の
こ
と
を
 意
慾
 す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
 
講
話
は
遅
延
、
障
害
、
 

て 蓉患紺秀 践ん何 % 芳集億 " ょ 

四   とっ キて教に存 ヱ、 Ⅰ 、 よが 
様 「 し 然 て ル る 参 り 深 孤 し 白 青 
々 れ ・ か 代 ケ の 神 絶 め 狭 さ 吠 年 
な た こ ら ゴ で 教 皇 ら の を の 期 
趣 か れ せ l 興   は れ 折 知 中 に 
  
居、 

で 
の 

建 
  

徳 的ヘケ とと め 。 キリ そに神にもれ れ、 を心のる 
的 ぃ 深 の こ ス が 神 見 の を が 
-% - Ⅰ - - う め よ で ト 罪 の 出 中 米   
- - ロ - - 舌 詔 て ぅ は 教 の 探 す に め そ 
r@ は い に ま の 悔 突 こ 神 て れ 

つ る 理だ 間 改 も と と 得 が 
げ が 性 キ に め 自 に の ら 途 中で られての自党この 壊 リスト 発展的 を通し 然の中 なる。 出会い れず 遂 
い 『 め 数 段 新 か 『 を に 疑 
な 講 に 特 階 た ら 火 末 は に 
い 話 ょ 有 を な む 生 め 偶 よ 

実はて 。 ヒっ の 蹟め 認 宗の行る 数十路が 像   崇 て 
" 罪 て   桂 へ L " 拝 く 

際宗 に教神観 いへとに「にじ   
で か 先 使 の が 的 美 晴 の 木     
か行にと『 っ すとし 請 く 理 行倫 的 、 な 見 るに 。 な   
た る っ て 言舌 。 的 宗 る そ る 
か 間 て の し し 探 教 」 し 場 
ら 奉 仕 キ に か 究 的 こ て 合 
で   曲 ら り も し へ と と 自 が ;   

、 い 異 て 親 コ     ら 絶 、 神 そ 
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と
 教
え
て
い
る
 0
 
こ
の
第
二
の
講
話
は
思
い
煩
い
は
 自
 己
 自
身
で
あ
ろ
 5
 と
し
な
い
人
間
の
罪
で
あ
る
こ
と
を
 示
 し
て
い
る
。
 

 
 

「
建
徳
的
講
話
 ロ
の
 第
三
の
講
話
は
「
苦
難
の
福
音
」
と
 題
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
序
言
の
他
に
 セ
 章
か
ら
 な
る
。
第
一
章
で
は
㏄
 

ル
力
一
円
博
二
 
セ
節
 
「
自
分
の
十
字
架
を
負
 
う
 て
わ
た
し
 
ほ
 つ
い
て
来
る
の
で
な
け
れ
。
は
、
わ
た
し
の
弟
子
と
な
 
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
 

8
 

  

@
9
-
 

の
国
を
求
め
よ
」
そ
 う
 す
れ
ば
一
切
が
っ
 け
 加
え
ら
れ
る
 と
 教
え
、
地
上
的
な
も
の
一
切
の
断
念
の
上
に
神
か
ら
 く
る
真
の
浄
福
が
あ
る
 

干
渉
、
あ
ざ
む
 
き
 、
腐
敗
な
ど
に
み
ち
た
こ
の
世
の
多
 

様
 性
か
ら
ど
の
よ
 
う
 

心
の
純
粋
性
を
求
め
る
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。
更
に
真
 

剣
に
 善
を
求
め
る
 時
 

に
 一
切
な
な
そ
う
と
欲
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
文
書
の
た
め
 

に
 一
切
を
耐
え
よ
う
 

考
え
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
準
備
が
明
白
に
表
わ
れ
て
い
 

る
と
思
う
。
 

 
 

 
 

ぅ
 」
で
あ
る
。
第
一
話
は
野
の
百
ム
ロ
 

、
 空
の
鳥
を
教
師
 と
し
て
人
間
の
こ
の
 

で
は
聖
書
の
野
の
百
合
、
空
の
鳥
と
ち
が
っ
て
 

、
 自
ら
に
 満
足
し
な
い
で
 
美
 

4
 
ロ
 と
 、
未
来
の
生
計
の
思
い
煩
い
か
ら
遂
に
殺
さ
れ
て
 

し
ま
 づ
た
 山
鳩
の
話
 

的
 才
能
が
見
事
に
こ
こ
で
も
結
実
し
て
い
る
こ
と
が
 

示
 さ
れ
て
い
る
。
「
 
死
 

が
 挿
話
の
形
で
文
学
的
に
語
ら
れ
、
彼
の
文
学
的
才
能
 

が
 講
話
の
中
に
巧
み
 

永
遠
の
目
的
を
思
い
出
さ
せ
る
。
即
ち
人
間
の
素
 

清
 し
 さ
と
は
人
間
が
精
神
 

あ
る
か
ら
、
外
見
を
装
い
、
何
を
着
る
か
で
な
く
、
 

人
 間
 自
身
で
あ
る
こ
と
 

ぶ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
浄
福
が
約
束
さ
れ
て
い
る
が
、
 

そ
の
選
択
と
は
神
 

に
 単
独
者
が
身
を
離
（
は
な
）
 

し
 、
「
本
当
に
善
を
願
 う
  
 

に
 出
会
う
四
つ
の
障
害
に
つ
い
て
述
べ
、
「
人
は
善
の
た
 め
 

@
 
月
 
U
 
）
 

と
 欲
さ
ね
ば
な
ら
な
Ⅱ
 
い
 」
と
三
ロ
っ
て
Ⅰ
Ⅵ
る
が
、
 
-
 
し
 @
 
し
に
 彼
の
 

ら
な
る
。
第
一
話
は
「
人
間
で
あ
る
こ
と
に
満
足
せ
 よ
 」
 て
、
 

「
何
と
い
う
浄
福
が
人
間
に
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
 
ろ
 

世
的
 思
い
煩
い
を
捨
て
る
べ
き
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
 -
 ヒ
 @
 

し
い
百
合
の
花
に
な
ろ
 う
 と
し
て
遂
に
死
に
至
っ
た
 野
 0
 百
 

が
 寓
話
 風
に
 挿
入
さ
れ
て
い
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 文
学
 

に
 至
る
病
し
に
於
て
心
理
的
、
哲
学
的
に
追
求
さ
れ
た
 主
題
 

に
 生
か
さ
れ
て
い
る
。
第
二
話
は
人
間
に
与
え
ら
れ
て
 ぃ
 る
 

で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
目
に
見
え
な
い
素
晴
し
さ
 で
 
・
 

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
第
三
話
で
は
人
間
に
は
正
し
く
 選
 

 
 

と
富
 と
の
選
択
で
あ
り
、
「
 先
づ
｜
汝
 ら
の
裡
に
あ
る
 ｜
 神
 



と
い
う
 聖
句
 を
も
と
に
し
、
キ
リ
ス
ト
に
従
う
と
は
 如
 何
な
る
こ
と
か
を
語
る
。
キ
リ
ス
ト
は
模
範
で
あ
る
が
、
 模
範
で
あ
る
彼
は
そ
の
 

十
字
架
を
死
に
至
る
道
服
従
を
も
っ
て
負
い
通
す
べ
 き
 -
 
」
と
を
教
え
た
の
だ
か
ら
、
彼
に
従
 

う
 者
も
只
一
人
で
自
 分
の
十
字
架
を
負
い
続
 

げ
る
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
第
二
章
は
 て
タ
 ィ
 一
一
章
 二
 0
 節
 
「
わ
た
し
の
 く
び
 ぎ
は
負
い
や
す
く
、
 

わ
た
し
の
荷
は
軽
い
か
 

ら
で
あ
る
。
」
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
は
 人
 類
の
模
範
と
し
て
重
い
 荷
 、
即
ち
罪
の
重
荷
を
負
 う
 た
め
 に
 来
ら
れ
た
が
、
こ
の
 

重
荷
を
負
 う
 こ
と
に
何
故
喜
び
が
あ
る
か
 又
 苦
難
が
重
 い
の
に
何
故
 荷
が
 軽
い
か
に
つ
い
て
説
く
 0
 キ
リ
ス
ト
は
 
重
い
荷
を
軽
い
も
の
と
 

し
て
負
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
 従
 5
 者
も
そ
の
 ょ
ぅ
 で
 は
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
 う
 さ
せ
る
の
は
勇
気
と
柔
和
で
 あ
る
と
い
う
。
ギ
リ
シ
 

ヤ
人
 
（
ス
ト
ア
）
の
よ
う
に
歯
を
く
い
し
ば
っ
た
り
、
 

い
 や
な
の
に
我
慢
じ
て
で
は
な
く
、
自
由
人
が
負
 う
よ
う
 に
 勇
気
を
も
っ
て
負
う
 

時
 、
荷
は
軽
く
な
る
。
 
又
 柔
和
を
も
っ
て
 負
 5
 時
、
荷
 は
 軽
い
と
い
う
。
荷
を
荷
な
 う
 こ
と
を
良
い
事
と
し
て
 負
 う
 時
、
荷
は
軽
く
な
る
 

の
で
あ
る
。
更
に
キ
リ
ス
ト
が
負
わ
せ
て
く
れ
る
軽
い
 荷
 と
は
罪
の
自
覚
を
取
り
除
き
、
代
り
に
赦
し
の
自
覚
を
 与
え
る
方
に
よ
る
特
別
 

の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
赦
し
は
刻
苦
精
進
し
て
得
ら
れ
 る
 功
績
主
義
の
重
い
 軌
 と
は
関
係
な
く
、
 
又
 い
い
加
減
な
 
態
度
で
手
を
出
す
軽
い
 

恩
恵
主
義
の
安
売
り
と
も
無
縁
で
あ
る
。
赦
し
は
こ
ち
 ら
が
代
価
を
払
っ
て
買
い
と
る
べ
 き
 も
の
で
は
な
い
。
 
室
 局
 嶺
の
花
主
で
も
な
げ
 

れ
ば
 只
 同
然
で
安
く
手
に
入
る
も
の
で
も
な
い
。
赦
し
 は
あ
ま
り
に
も
高
価
な
犠
牲
を
払
っ
て
損
な
わ
れ
た
も
の
 だ
と
言
う
。
即
ち
 イ
ェ
 

ス
 ・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
贈
 罪
 に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
 も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
ひ
 た
す
ら
柔
和
に
徹
し
て
 

信
ず
る
外
に
、
こ
れ
を
 受
 げ
と
る
道
は
な
い
と
い
う
 本
 質
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
信
ず
る
者
に
は
赦
し
を
 出
 発
 点
と
し
て
新
し
い
 人
 

生
 が
始
ま
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
過
去
の
こ
と
と
し
て
 亡
 心
卸
 し
去
る
の
で
な
く
、
絶
え
ず
赦
し
を
心
に
銘
記
す
る
 授
 
自
分
の
負
 う
 罪
の
 

重
荷
は
軽
く
な
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
 

第
三
章
に
於
て
は
苦
難
こ
そ
永
遠
に
向
け
て
人
間
を
錬
 ，
 
え
 上
げ
る
道
場
だ
と
い
う
こ
と
を
語
る
。
「
も
し
も
あ
る
 人
間
が
苦
難
の
中
に
 

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
受
け
て
い
る
苦
難
に
よ
っ
て
学
ば
 5
 と
望
む
な
ら
ば
、
そ
の
時
彼
は
も
っ
ぱ
ら
自
己
自
身
に
 つ
い
て
の
、
ま
た
神
に
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方
が
い
ま
し
た
と
い
う
こ
と
が
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
，
 」
と
も
知
っ
て
い
る
。
い
か
な
る
人
間
も
自
分
を
宍
 彼
ピ
 と
 比
べ
た
り
、
主
役
 ご
由
 

の
 物
差
し
に
よ
っ
て
自
分
を
測
っ
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
 れ
な
い
。
二
役
 
コ
 と
ひ
と
り
 び
 と
り
の
人
間
と
の
あ
い
 だ
に
は
、
永
遠
的
な
差
 

朗
 

に
 相
対
す
る
時
、
人
間
は
あ
れ
こ
れ
の
具
体
的
問
題
に
 お
い
て
罪
人
な
の
で
な
く
て
、
木
質
的
に
、
す
な
わ
ち
 彼
 の
 存
在
全
体
が
罪
人
な
 

の
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
の
点
で
各
が
あ
る
の
で
な
く
、
 

存
 在
 全
体
が
無
条
件
に
各
を
負
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
 人
間
は
ま
た
つ
ね
に
 各
 

（
 
4
 
l
 
丹
 
）
 

あ
る
者
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
世
で
罪
な
 く
し
て
苦
し
ん
だ
 只
 独
り
の
人
と
し
て
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
 ト
 を
あ
げ
る
。
「
キ
リ
 

ス
 卜
者
は
神
の
御
前
に
各
な
く
し
て
苦
し
み
を
受
け
た
 方
 が
た
だ
ひ
と
り
し
か
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
 0
 し
か
 し
ま
た
そ
の
ひ
と
り
の
 

（
Ⅱ
 
り
 
-
 

る
 。
そ
し
て
「
神
と
ひ
と
り
の
人
間
と
の
あ
い
だ
の
 根
 本
 関
係
は
、
人
間
が
罪
人
で
あ
り
、
神
が
聖
な
る
者
で
あ
 る
 0
 」
と
い
い
、
「
 神
 

る
 0
 「
ひ
と
り
の
人
間
が
神
と
か
か
わ
っ
て
、
そ
こ
で
 正
し
い
か
、
悪
い
か
の
問
題
が
生
ず
る
 

を
 得
る
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
正
当
さ
を
主
張
し
て
 神
 を
 失
う
か
と
い
う
、
恐
る
べ
き
選
択
を
 

え
 、
そ
こ
に
天
の
幸
 い
 が
あ
る
。
否
、
そ
れ
は
人
間
の
 親
に
命
ず
る
天
の
要
求
が
貫
徹
さ
れ
た
 

苦
難
の
問
題
を
キ
リ
ス
ト
教
的
な
い
み
で
真
向
 ぅ
 か
ら
 取
上
げ
た
こ
の
章
で
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
｜
 と

し
た
場
合
…
…
自
分
の
非
を
認
め
て
 神
 

つ
き
つ
げ
ら
れ
た
ら
、
前
者
を
え
ら
び
 給
 

@
 
り
 
@
 
）
 

こ
と
な
の
だ
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
 

か
 は
明
確
に
人
間
の
罪
を
問
題
に
し
て
い
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

を
 語
る
。
こ
の
章
の
主
題
は
「
人
は
神
に
対
す
る
関
係
 に
お
い
て
、
常
に
罪
人
と
し
て
苦
し
む
こ
と
に
お
け
る
 喜
 ば
し
 ぎ
 
こ
と
」
で
あ
 

対
す
る
自
己
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
消
息
 を
 絶
え
ず
知
覚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
  
 

 
 

に
 向
け
て
 錬
え
 上
げ
ら
れ
っ
 
っ
 あ
る
こ
と
の
し
る
し
で
 あ
る
」
と
い
う
。
更
に
そ
の
し
る
し
と
は
安
息
を
見
出
す
  
 

罪
の
痛
恨
に
 心
 砕
か
れ
た
者
と
神
と
の
和
解
の
中
ら
あ
 り
 、
そ
の
た
め
に
は
 心
 砕
か
れ
た
者
が
服
従
の
思
い
、
 

す
 な
 

べ
て
を
ゆ
だ
れ
る
と
い
う
永
遠
の
思
 い
 の
中
に
安
ら
わ
れ
 ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
神
と
の
安
ら
ぎ
こ
そ
人
間
を
救
 ら
ノ
 

外
 な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
罪
の
濱
い
が
成
就
し
て
い
 る
こ
と
、
そ
こ
に
悔
い
た
者
の
安
ら
ぎ
が
あ
る
。
 

第
四
章
に
於
て
は
更
に
苦
難
を
強
調
し
つ
つ
も
、
神
に
 関
 わ
る
時
に
は
何
人
も
何
も
の
も
う
ば
 ぅ
 こ
と
の
出
来
 
な
 と

こ
そ
、
彼
が
永
遠
 

と
で
あ
り
、
安
息
は
 

わ
ち
神
の
摂
理
に
す
 

た
め
の
神
の
摂
理
に
 

い
喜
び
が
あ
る
こ
と
 



も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

第
七
章
は
「
自
由
を
 

又
自
ら
屈
辱
を
転
じ
て
 

以
上
口
様
々
な
趣
意
 

、
ゴ
ー
ル
の
命
題
と
す
る
 

永
遠
な
も
の
に
つ
い
て
 

れ
て
い
る
。
神
の
前
で
 文

 永
遠
の
幸
い
の
重
み
と
地
上
の
苦
難
は
同
じ
量
り
で
 は
か
ら
れ
ず
、
質
的
に
ち
が
 ぅ
 も
の
だ
と
も
い
う
。
 

得
た
者
の
果
敢
に
し
て
大
ら
か
な
信
頼
の
勇
気
は
苦
難
 の
た
だ
中
に
あ
っ
て
 、
 世
 ょ
り
 支
配
の
権
を
剥
奪
 し
 得
、
 

（
㏄
㎏
 

@
 

光
栄
に
、
敗
北
を
転
じ
て
勝
利
に
化
す
る
権
能
を
存
 す
 る
と
見
出
す
よ
ろ
こ
び
」
に
つ
い
て
語
る
。
 

で
の
建
徳
的
講
話
し
に
つ
い
て
語
っ
て
来
た
が
、
特
に
第
 三
の
講
話
で
あ
る
「
苦
難
の
福
音
」
に
於
て
 キ
エ
 ル
 ケ
 

絶
対
的
な
も
の
に
は
絶
対
的
に
、
相
対
的
な
も
の
に
は
 相
対
的
に
関
わ
る
態
度
が
明
確
に
さ
れ
、
以
前
に
増
し
 て
 

よ
り
明
白
に
強
調
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 特
に
人
間
の
罪
の
問
題
が
苦
難
と
関
連
し
て
取
上
げ
 ら
 

人
間
は
全
く
各
あ
る
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
認
め
、
 神
か
 ら
の
罪
の
赦
し
を
受
入
れ
て
重
荷
を
負
い
抜
く
時
に
 
、
 

そ
れ
に
勝
る
と
し
う
 

、
ぃ
 
喜
ひ
 
1
-
@
 
 

」
 ほ
 つ
い
て
語
る
。
永
遠
の
 
重
み
あ
る
栄
光
は
無
限
に
高
次
の
も
の
で
あ
り
、
手
段
化
 

さ
れ
な
い
。
目
的
そ
の
 

ス
ト
観
が
あ
ざ
や
か
に
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
 は
各
 と
い
う
語
を
用
い
、
罪
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
 い
な
い
こ
と
に
注
意
す
 

る
 必
要
が
あ
る
と
思
 う
 。
 

第
五
章
の
テ
ー
マ
は
「
苦
難
こ
そ
道
で
あ
る
」
で
あ
り
、
 苦
難
の
中
に
あ
る
者
は
自
分
の
果
す
べ
 き
 務
め
が
何
で
 あ
る
か
、
た
だ
ち
に
 

自
覚
す
る
と
い
う
。
 又
 苦
難
が
道
で
あ
る
故
に
そ
の
 喜
 び
の
音
づ
れ
 ば
 「
患
難
を
如
何
に
 ぅ
げ
 と
め
る
か
と
い
う
 こ
と
で
あ
り
、
苦
難
が
 

道
な
の
だ
か
ら
、
人
を
目
的
地
に
導
く
も
の
 故
 、
人
間
 の
力
 を
こ
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
 人
 間
 が
現
実
に
そ
こ
を
 歩
 

て
 進
ん
で
か
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
、
・
 

@
6
-
@
 
 

と
い
 ぅ
 。
即
ち
苦
難
そ
れ
自
身
が
人
間
を
永
遠
な
も
の
へ
 導
 く
力
 で
あ
る
と
い
う
。
 

第
六
章
は
第
二
コ
リ
ン
ト
の
四
章
一
七
節
「
こ
の
し
ば
 ら
く
の
軽
い
患
難
は
働
い
て
、
永
遠
の
重
 い
 栄
光
を
あ
ふ
 れ
る
ば
か
り
に
わ
た
 

し
た
ち
に
得
さ
せ
る
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
し
ば
ら
 く
の
時
間
の
苦
難
が
い
か
に
最
大
に
増
し
て
も
、
永
遠
の
 幸
い
の
重
み
は
な
お
、
 

明
瞭
に
 輝
 ぎ
で
る
の
で
あ
る
 
」
（
 

5
@
@
 
 

0
 と
い
っ
て
い
る
が
、
 こ
 こ
に
は
キ
リ
ス
ト
と
人
間
の
質
的
差
が
明
確
に
出
て
お
 り
、
 彼
の
信
仰
と
キ
リ
 

め
 

 
 

異
 が
厳
存
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
神
に
た
い
し
て
 つ
ね
に
 各
 あ
る
者
と
し
て
苦
し
み
を
受
け
る
と
い
う
真
理
 が
 、
い
ま
や
 ひ
と
ぎ
わ
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我 の 
々 中 こ 
が で の 
如 詩 話 
何 と 話 
に キ 集 
し り 仁 % 

五 

て ス 四 @ 。 

， J 、 ト 部 キ 
鳥 教 か Jt ノ 

か と ら ス 

ら の な @   教 
講 

煩 を そ " @ 且 - - 舌 

い 明 の 

な ら 第 
&-3 

や か 一 
め に 部 
る す は 

かる「 を責具 
学 因 数   
ぶ が 徒 

か あ の 
に っ 思 

づ た い 

い が 煩 
イ し ス し @ 

諸 役 」 
る の と 

。 詩 い 

こ 大 う 

の 的 タ 

  
お菩ギ 
一， ア ム 日 い 

ン と る 

マ リ Ⅰ   

l 烏 彼 

につ ク @ こ % 
の い れ 

社 て ら 
ム % 

講話 状勢 の ま 肥 り、 

教 講話 山 はっ、 て 

人
間
が
求
め
て
得
 

る
。
そ
し
て
そ
れ
 

て
は
、
キ
リ
ス
ト
 

さ
れ
て
い
る
。
後
 

こ
の
後
彼
は
 
一
 

豪
的
な
人
類
愛
と
 

い
て
の
考
察
は
今
 

べ
た
よ
 う
 に
 キ
ヱ
 

私
は
自
由
に
語
る
 

的
 変
化
を
も
た
ら
 

る
の
で
あ
ろ
う
。
 

ら
れ
な
か
っ
た
全
く
超
越
的
な
次
元
か
ら
来
る
よ
ろ
こ
び
 、
 即
ち
神
の
愛
と
恩
寵
、
罪
の
赦
し
に
つ
い
て
語
っ
 
て
い
 

は
 霊
的
な
も
の
で
あ
り
、
目
に
見
え
な
い
隠
さ
れ
た
 迭
 几
 の
も
の
で
あ
る
ど
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
に
 つ
、
 
l
 
Ⅴ
 

は
贈
罪
 者
で
あ
る
よ
り
は
従
う
べ
き
模
範
で
あ
り
、
 

キ
 リ
ス
卜
者
の
ま
ね
び
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
前
半
に
於
て
 強
調
 

平
 に
於
て
キ
リ
ス
ト
と
人
間
の
差
は
質
的
に
ち
が
い
、
 

比
 較
 出
来
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
は
い
る
  
 
・
 
@
 
カ
 。
 

八
四
 セ
年
 九
月
二
九
日
に
自
愛
の
業
 目
 と
い
う
大
部
な
 聖
書
に
お
け
る
愛
に
つ
い
て
の
考
察
を
出
版
す
る
。
こ
れ
 は
抽
 

か
 、
観
念
的
 ィ
デ
ヤ
 的
な
愛
で
な
く
、
具
体
的
な
神
の
戒
 め
と
し
て
の
隣
人
愛
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
 に
っ
 

同
省
き
、
一
八
四
八
年
四
月
二
六
日
に
出
版
さ
れ
た
「
 

ノ
ケ
 コ
ー
ル
に
と
っ
て
画
期
的
な
年
で
あ
っ
た
。
四
月
一
 

キ
リ
ス
ト
教
講
話
口
を
取
上
げ
た
い
。
一
八
四
八
年
は
既
 

九
日
受
難
週
の
日
記
に
は
「
私
の
全
本
性
は
変
っ
た
。
 こ

の
 

@
 

 
 

 
 

。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
生
涯
に
お
け
る
 
三
 度
 目
の
そ
し
て
最
後
の
回
心
の
経
験
で
も
あ
っ
た
。
・
 
こ
 の
質
 

し
た
も
の
は
神
が
彼
の
罪
を
赦
す
だ
け
で
な
く
、
忘
れ
 て
 下
さ
る
と
い
う
深
い
宗
教
的
自
覚
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
 に
よ
 

こ
の
回
心
の
経
験
が
以
後
の
日
講
話
 L
 の
中
に
ど
の
よ
 
う
 に
 現
わ
れ
て
い
る
か
考
察
し
た
い
。
 

地
上
的
な
も
の
に
 
ょ
 ら
な
い
魂
の
 ょ
 ろ
こ
び
が
あ
る
こ
 
と
を
語
っ
て
い
る
。
美
的
人
間
の
目
的
と
す
る
地
上
の
快
 

楽
 と
ち
が
い
、
倫
理
的
 



旨 
  
    
甘の 

  

づ
 0
 り
 
年
の
Ⅰ
 

す
の
コ
 
・
）
 

（
 
円
 @
@
 

も
の
は
人
間
性
の
堕
落
で
あ
る
罪
で
あ
る
」
と
述
べ
て
 い
る
。
 

（
 
し
 つ
り
 
ゴ
宙
 ざ
 り
 ぢ
任
せ
の
 
臣
 0
 Ⅱ
 0
 ロ
ゴ
 
臼
 （
一
色
 は
 
㏄
む
口
 
年
 の
の
）
 
）
 
0
p
 
コ
ド
 の
神
曲
 
0
 の
 

ぎ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
話
は
時
間
性
の
喪
失
 は
 永
遠
性
の
希
望
に
く
ら
べ
れ
ば
無
に
等
し
く
、
 
「
人
間
が
恐
れ
る
べ
 き
 唯
一
の
 

は
 、
ド
イ
ツ
と
の
戦
い
に
破
れ
、
貧
困
に
苦
し
み
、
 キ
 エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
自
身
貨
幣
価
格
の
変
動
に
よ
り
経
済
的
に
 窮
乏
の
状
態
に
陥
る
 ょ
 

う
 に
な
っ
た
か
ら
、
こ
の
異
邦
人
へ
の
呼
び
か
け
の
 背
 後
に
自
分
自
身
へ
の
警
告
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ
 い
か
も
し
れ
な
い
 0
 彼
 

は
 決
し
て
自
分
を
忘
れ
て
他
人
事
と
し
て
語
り
か
げ
な
 か
っ
た
の
だ
か
ら
。
 

さ
て
、
第
一
部
で
は
時
間
的
な
生
に
結
び
つ
い
た
思
い
 煩
い
に
つ
い
て
す
べ
て
が
あ
げ
ら
れ
る
。
不
足
の
思
 い
煩
 い
、
充
足
の
思
い
煩
 

い
、
 卑
 賎
の
思
い
煩
い
、
高
貴
の
思
い
煩
い
の
よ
う
な
 物
 質
的
思
い
煩
い
か
ら
、
不
遜
の
思
い
煩
い
、
自
己
 
苛
 責
の
思
い
煩
い
、
不
快
 

断
 、
移
り
気
、
慰
め
の
な
い
こ
と
の
思
い
煩
い
の
よ
 う
 な
よ
 り
精
神
的
な
思
い
煩
い
に
至
る
ま
で
考
察
の
筆
を
進
 め
 、
異
邦
人
は
こ
の
世
 

的
で
一
時
的
な
物
質
や
価
値
を
求
め
て
思
い
煩
う
が
、
 キ
 リ
 ス
卜
者
が
、
永
遠
な
価
値
や
幸
福
を
求
め
る
の
は
神
の
 
導
 ぎ
を
信
ず
る
か
ら
で
 

あ
る
と
し
、
両
者
を
対
照
さ
せ
つ
つ
、
い
か
に
し
て
こ
 の
世
の
思
い
煩
い
か
ら
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
 述
べ
る
。
 

第
二
部
の
タ
イ
ト
ル
は
「
苦
難
の
戦
い
に
お
け
る
喜
ば
 し
い
 士
 
こ
で
あ
り
、
喜
び
は
慰
め
と
智
慧
に
基
づ
き
、
 
信
 仰
 あ
る
者
は
苦
難
が
 

一
時
的
で
あ
り
、
勝
利
は
水
 遠
 で
あ
る
こ
と
を
知
る
故
に
 喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
語
る
。
こ
の
第
二
部
に
お
け
る
 七
つ
の
講
話
は
皆
「
 

に
お
け
る
喜
ば
し
い
こ
と
」
で
始
ま
る
。
例
え
ば
 第
 一
の
講
話
は
「
苦
し
む
者
は
一
時
的
に
苦
し
む
が
、
永
遠
 に
 勝
っ
と
い
う
喜
ば
し
 

い
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
講
話
に
於
て
は
永
遠
性
と
時
間
 性
 が
対
置
さ
れ
、
永
遠
性
と
は
純
粋
に
将
来
で
は
な
く
 、
時
間
を
越
え
る
こ
と
 

で
あ
り
、
啓
示
に
於
て
永
遠
な
も
の
は
反
復
す
る
こ
と
が
 で
き
る
と
説
く
。
時
間
に
於
て
失
わ
れ
た
も
の
は
永
遠
 な
も
の
（
逆
説
と
し
て
 

の
 キ
リ
ス
ト
）
に
於
て
全
く
新
し
い
形
で
回
復
す
る
こ
と
 が
で
き
る
。
人
間
は
誤
さ
っ
て
時
間
的
な
も
の
に
固
着
 し
 、
永
遠
な
も
の
を
 失
 

ぅ
が
 、
永
遠
な
も
の
の
た
め
に
進
ん
で
時
間
的
な
も
の
 を
 失
行
な
ら
ば
、
時
間
的
な
も
の
も
、
永
遠
な
も
の
も
 共
 に
 新
し
い
形
で
獲
得
で
 

( ㏄ ) 90 
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ロ
 キ
リ
ス
ト
教
講
話
 L
 の
最
後
の
第
四
部
「
金
曜
日
の
聖
 餐
式
 に
お
け
る
講
話
」
も
又
七
つ
の
短
い
講
話
か
ら
な
 る
 。
第
一
は
ル
カ
 二
 

い
て
準
備
不
足
と
見
て
か
、
 又
 こ
の
問
い
か
け
の
も
つ
 意
 味
の
重
大
さ
を
知
っ
て
か
、
こ
の
講
話
を
出
版
す
る
に
 は
い
く
 分
 彼
自
身
に
た
 

め
ら
い
が
あ
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
 

第
三
部
の
最
後
の
講
話
、
即
ち
 、
第
セ
の
 講
話
に
於
て
 自
由
吉
生
心
的
苦
難
を
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
態
度
と
は
 
対
 照
 的
に
人
は
善
な
る
 

も
の
に
対
し
無
力
で
あ
る
か
ら
、
恩
寵
を
受
け
る
 よ
う
 に
す
す
め
て
い
る
。
こ
の
第
三
部
の
第
七
の
講
話
は
 キ
ェ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
信
仰
 告
 

白
で
あ
り
、
宗
教
性
 A
 か
ら
 B
 へ
の
移
行
が
な
さ
れ
て
 い
る
。
「
哲
学
的
断
片
の
完
結
的
非
学
問
的
後
書
ヒ
で
は
 A
 か
ら
 B
 へ
の
移
行
が
 

理
論
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
単
独
者
が
 自
分
の
不
完
全
さ
を
完
全
に
洞
察
し
、
一
切
の
希
望
を
 キ
 リ
ス
ト
に
お
 ノ
 八
曲
 
町
 
、
由
 
示
 

教
性
 A
 か
ら
 B
 へ
の
移
行
が
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
 は
 キ
リ
ス
ト
は
単
独
者
に
と
っ
て
模
範
で
は
な
く
、
救
い
 主
に
な
っ
て
い
る
。
 そ
 

こ
で
こ
れ
迄
の
建
徳
的
講
話
は
こ
の
飛
躍
に
対
す
る
準
備
 で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
飛
躍
に
つ
い
て
 キ
ェ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
は
「
彼
は
 

世
界
の
中
で
信
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
つ
い
 た
 第
三
部
の
最
後
の
講
話
で
実
存
的
行
為
（
信
仰
告
白
）
 と
し
て
述
べ
る
。
 

@
 
㏄
 @
 

こ
こ
で
は
単
独
者
が
一
人
の
方
に
の
み
自
分
の
生
を
結
 び
つ
け
た
証
人
と
な
る
。
そ
し
て
「
私
は
彼
を
信
じ
た
」
 と
い
う
個
人
的
告
白
 

で
そ
れ
を
 裏
 つ
げ
て
い
る
。
こ
の
信
仰
告
白
に
於
て
 言
 わ
れ
て
い
る
こ
と
は
実
存
の
す
べ
て
が
か
か
っ
て
い
る
 故
 重
大
で
あ
る
。
「
私
は
 

私
の
信
じ
る
方
へ
の
愛
の
故
に
一
切
の
も
の
へ
の
愛
を
 断
念
す
る
。
・
・
・
：
と
い
う
の
は
彼
が
い
な
い
な
ら
生
き
る
 

に
し
て
も
死
ぬ
に
し
て
 

@
 
ぬ
 @
 

も
 、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
か
ら
だ
。
」
単
独
者
は
一
切
 の
 希
望
を
こ
の
一
人
の
方
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
 托
 し
 、
キ
リ
ス
ト
の
み
を
 

愛
す
る
。
こ
こ
で
絶
対
的
な
も
の
に
は
絶
対
的
に
 、
相
 射
的
な
も
の
に
は
相
対
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
 キ
エ
 ル
 ケ
 コ
ー
ル
の
命
題
は
実
存
 

的
に
立
証
さ
れ
る
。
 

-
 
花
 -
 

題
 に
あ
な
た
も
又
注
目
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
」
と
 人
 々
に
自
ら
の
信
仰
の
姿
勢
を
正
す
べ
き
こ
と
を
す
す
め
 て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
，
㏄
 

ま
だ
お
だ
や
か
な
形
で
問
題
が
提
供
さ
れ
て
い
る
が
、
 既
 成
の
教
会
へ
の
単
独
で
の
批
判
攻
撃
の
の
 ろ
 し
を
あ
げ
 る
に
は
自
分
の
側
に
お
 

ハ
 



S
 
 で
あ
る
。
 

 
 

円
 キ
リ
ス
ト
教
講
話
 ヒ
 に
お
い
て
 贈
 罪
の
信
仰
は
単
独
者
 に
 対
し
て
実
存
的
関
係
に
お
か
れ
、
そ
の
中
の
こ
の
 最
 後
の
講
話
に
お
い
て
 

 
 

 
 

て
 何
事
も
な
し
得
ず
 、
只
 キ
リ
ス
ト
だ
け
が
罪
の
救
い
主
 で
あ
り
、
 娼
い
 主
で
あ
る
こ
 

 
 

の
と
が
明
白
と
な
る
。
 

 
 

キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
後
口
大
祭
司
  

ロ
取
 悦
大
し
ョ
罪
あ
る
 女
 口
を
一
八
四
九
年
一
一
月
一
三
日
に
 出
版
す
る
。
「
 罪
 あ
る
 女
ヒ
 

け
に
於
て
罪
を
赦
さ
れ
た
女
が
多
く
愛
す
る
故
に
赦
さ
 
ね
 、
愛
す
る
と
は
告
白
と
献
身
に
於
て
全
く
自
分
を
忘
 ね
 、
自
己
分
裂
の
二
律
背
反
 

 
  

 

キ
 

で
は
な
く
、
献
身
に
 よ
 る
完
全
な
統
一
体
と
な
る
，
 
」
と
を
示
し
て
い
る
 
0
 キ
ス
ト
 

墨
 への
人
間
の
側
、
 
罪
 人
の
側
か
ら
の
完
全
な
応
答
の
 

二
章
一
五
節
、
第
二
は
マ
タ
イ
一
一
章
二
八
節
、
第
三
 

は
ョ
 
ハ
不
一
 

0
 章
二
 
セ
節
 
、
第
四
は
 

コ
リ
 
ソ
ト
ー
の
 

二
 章
二
三
節
、
第
五
は
 

テ
 

モ
テ
 
Ⅱ
の
二
章
一
二
節
 

と
 一
三
節
、
第
六
は
ヨ
ハ
ネ
 

第
 一
の
手
毬
三
号
 

一
 
0
 節
 
、
第
七
は
ル
カ
二
四
章
五
一
節
で
 

あ
る
。
こ
れ
ら
七
つ
の
 

短
い
講
話
は
キ
リ
ス
ト
の
赦
し
を
理
解
し
、
そ
れ
を
 

受
 げ
取
ら
せ
る
 

よ
う
 
に
単
独
者
に
準
備
さ
せ
る
の
を
目
的
と
 

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
 

 
 

 
 

 
 

ら
れ
る
過
分
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
自
分
の
・
罪
に
 

関
し
て
全
く
妊
力
で
あ
り
、
 

只
 キ
リ
ス
ト
の
み
の
な
し
 

ぅ
 る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
 

説
 

く
 。
「
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
の
救
い
主
で
あ
り
、
 

頓
罪
 
者
で
あ
る
。
あ
な
た
は
積
り
に
於
て
キ
リ
ス
ト
の
共
働
者
 

と
な
る
こ
と
は
で
き
た
 

い
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
 

ぃ
 
み
に
お
い
て
も
決
し
て
あ
 

り
え
な
い
の
で
あ
る
。
罪
は
全
く
あ
な
た
の
も
の
、
罪
の
 

め
が
な
い
は
キ
リ
ス
ト
 

て
の
も
の
で
も
の
 

る
 。
」
（
Ⅱ
 

グ
 隼
の
ぎ
出
色
 

団
コ
 
山
岸
コ
年
 

づ
 
串
 
3
 オ
 
コ
 
の
「
・
 

し
 
年
末
 
が
コ
コ
 

降
 つ
 
o
h
 
 

監
日
 
戸
コ
 
%
 
 
ヨ
 
用
 ぎ
ヨ
串
 

あ
ぎ
 
ぬ
偉
紹
 

日
日
の
 

コ
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ゴ
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仁
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的
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コ
の
目
 

4
 
目
 
コ
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す
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の
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（
 

コ
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コ
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Ⅱ
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円
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㍉
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性
 し
と
題
す
る
講
話
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
彼
が
教
 会
 攻
撃
の
最
中
一
八
五
一
年
五
月
一
八
日
に
実
際
に
教
会
 で
 説
教
し
た
も
の
で
あ
 

る
 0
 
 
日
 キ
リ
ス
ト
教
講
話
し
以
後
こ
の
最
後
の
講
話
に
 至
る
迄
の
も
の
は
こ
の
小
論
の
当
初
の
課
題
に
必
ず
し
も
 必
要
と
さ
れ
な
い
の
 

で
、
考
察
は
省
略
す
る
が
 ョ
 キ
リ
ス
ト
教
講
話
 ヒ
は
 つ
い
 て
 改
め
て
舌
口
 
及
 し
て
こ
の
稿
を
終
り
た
い
。
 

堅
田
 

-
-
 

ヰ
 

結
 

こ
の
論
文
の
最
初
の
課
題
は
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
仮
名
の
 著
書
の
中
、
主
な
も
の
四
つ
を
取
上
げ
、
そ
の
中
に
 罪
 ほ
 つ
い
て
対
立
す
る
 

二
つ
の
対
流
が
あ
る
こ
と
を
見
、
こ
の
対
立
を
克
服
す
 る
た
め
に
彼
の
信
仰
論
と
キ
リ
ス
ト
論
を
考
察
す
る
こ
と
 に
よ
り
、
何
ら
か
の
 解
 

決
 が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
講
話
の
中
 に
 示
さ
れ
て
い
る
信
仰
論
と
キ
リ
ス
ト
論
を
辿
っ
た
の
で
 あ
っ
た
。
 ョ
 様
々
な
 趣
 

意
 で
の
建
徳
的
講
話
 ヒ
と
 特
に
日
キ
リ
ス
ト
教
講
話
口
 を
 取
上
げ
る
に
至
っ
て
 、
 彼
の
蝦
名
の
著
書
に
於
て
見
ら
 れ
た
対
立
は
実
存
的
 信
 

仰
 告
白
と
い
う
裏
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 よ
 り
 解
決
が
与
え
ら
れ
た
と
 見
徴
 し
得
る
と
思
 う
 。
二
つ
の
 対
 立
 す
る
罪
に
つ
い
て
の
 

考
え
は
同
時
的
な
も
の
で
な
く
、
実
存
の
経
験
の
深
 き
 り
 の
ち
が
い
、
信
仰
の
深
さ
の
ち
が
い
か
ら
来
る
も
の
で
 、
時
間
的
前
後
の
ち
が
 

い
で
あ
り
、
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
か
ら
全
く
救
い
主
 と
し
て
、
 賄
罪
 者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
な
る
こ
と
に
 よ
り
、
キ
リ
ス
ト
と
人
 

間
の
質
的
相
違
を
認
め
、
人
間
の
全
 き
罪
 性
の
告
白
、
 人
 間
の
無
力
の
告
白
が
彼
の
キ
リ
ス
ト
論
 と
罪
観
 と
人
間
 観
 の
 付
 き
つ
い
た
形
と
 

一
八
五
一
年
八
月
セ
 ロ
 「
金
曜
日
の
聖
餐
式
に
お
け
る
 一
 一
つ
の
講
話
 
ヒ
が
 出
版
さ
れ
、
更
に
一
八
五
五
年
八
月
 
一
日
に
円
神
の
不
変
 

不 こ 

め れ 
理 か 
想 ヒ 
化 や 

人 と見 「 
放 生 
す 付 
こ 路 
と の 
が 諸 

出 段 
来 階 
る L 
  K@ し 

於 

て見 

ら 

れ 

た女 

@ 生 
へ 
の 

蔑視 

が、 

消 
，え、 

完全 

な 
女 
性 
の 

理 

想像 

ガ @ 

描 
か 

れ 
て 
い 

る 

  
ギ 
  

(94) 

つ
い
で
二
つ
の
建
徳
的
講
話
、
罪
あ
る
皮
目
が
一
八
五
 
0
 年
 一
二
月
一
二
日
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
初
期
 0
 作
品
「
あ
れ
か
・
 

4
 

 
 



見
る
の
で
あ
る
。
「
 

罪
 
と
は
人
間
の
本
性
の
全
 

き
 
堕
落
 
で
あ
り
」
そ
れ
か
ら
の
救
い
は
 

只
 
キ
リ
ス
ト
の
 

贈
罪
 
に
よ
 
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

実
存
し
、
自
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
銘
う
っ
た
よ
う
に
、
 

宗
 
教
性
 
B
 
 

（
彼
の
考
え
る
キ
リ
ス
ト
教
）
の
立
場
の
も
の
で
 

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

日
 
哲
学
的
断
片
の
完
結
的
非
学
問
的
後
書
し
に
お
い
て
は
 

理
論
的
に
宗
教
性
 

A
 
か
ら
 

B
 
へ
の
移
行
が
図
式
的
に
考
 

察
さ
れ
て
い
る
が
、
 

そ
 

の
 
実
存
的
裏
づ
け
が
 

ロ
 
キ
リ
ス
ト
教
講
話
 

ヒ
 
に
お
い
て
 

信
 
仰
 
告
白
と
し
て
明
確
に
な
さ
れ
て
居
り
、
 

キ
エ
 
ル
 
ケ
 
。
 
コ
 
｜
か
め
 

実
存
的
立
場
は
 

て
 漸
く
こ
こ
に
於
て
キ
リ
ス
卜
者
と
し
て
確
立
し
た
 

と
 
言
い
得
る
。
負
い
目
の
意
識
か
ら
 

罪
 
意
識
へ
と
深
ま
り
 

、
人
間
の
木
性
そ
の
も
の
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 
従
お
う
と
す
る
宗
教
性
 

A
 
の
実
存
に
と
っ
て
の
キ
 

リ
ス
 
ト
 
像
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
 

救
 

 
 

キ
い
 
主
、
暗
い
主
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
へ
と
深
め
ら
 

れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
宗
教
性
 

B
 
の
実
存
に
と
っ
て
の
キ
リ
 

ス
ト
で
あ
る
が
、
更
に
そ
こ
 

 
 

ゆ
 か
ら
 
日
 
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
口
ロ
自
ら
裁
 

け
 
b
 円
 
瞬
間
ヒ
に
お
い
て
再
び
「
ま
ね
び
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
 

像
 
に
一
層
強
め
ら
れ
て
ゆ
く
 

レ
が
 
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
は
罪
を
赦
さ
れ
た
と
信
ず
る
者
 

が
 
、
真
理
の
証
人
と
し
て
従
い
、
 

娼
 
罪
の
真
理
に
あ
 

づ
 
か
り
っ
 

つ
 
証
し
を
す
る
証
し
 

け
の
対
象
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
 

、
 
同
じ
さ
 

ね
び
で
も
前
者
は
往
相
的
と
す
る
な
ら
、
後
者
は
還
相
的
 

で
あ
る
。
 

又
 
そ
の
実
存
的
立
 

 
 

キ
 場
は
前
者
は
倫
理
的
Ⅱ
宗
教
的
で
あ
り
、
後
者
は
め
 

示
教
的
倫
理
的
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
、
事
実
彼
は
罪
の
 

救
い
主
、
 

贈
い
 
主
と
し
て
 

キ
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現
代
キ
 リ
ス
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叢
書
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コ
ヘ
ー
ゲ
ル
・
キ
リ
ス
ト
教
の
 
精
神
と
そ
の
運
命
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
苦
難
の
福
音
 ｜
 キ
リ
ス
ト
 
教
 講
話
目
白
水
仕
、
 

 
 

 
 
 
 

 
 

一
九
七
四
年
。
（
杉
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好
調
）
 

飯
島
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編
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キ
ル
ケ
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ル
の
講
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遺
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新
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。
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ス
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思
想
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教
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一
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七
六
年
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.
 
マ
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ケ
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Ⅱ
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 そ
の
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構
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ダ
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 社
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一
九
七
六
年
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松
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 信
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訳
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ル
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ー
ル
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集
Ⅱ
 
日
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に
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る
病
し
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仕
一
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七
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 年
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ケ
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集
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年
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大
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社
一
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年
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作
集
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9
 

口
 哲
学
的
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片
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の
結
び
と
し
て
の
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学
問
的
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と
が
き
目
白
水
 社
 

一
九
七
一
、
一
 

九
六
九
、
一
九
七
 0
 年
 。
 



書評と紹介 

「
現
代
社
会
の
宗
教
的
諸
現
象
を
研
究
す
る
営
み
に
お
い
て
、
 ゐ
 ホ
 教
の
 

内
包
す
る
意
味
世
界
へ
の
探
求
は
、
い
か
な
る
方
法
を
採
用
す
 る
に
し
て
 

も
、
 私
た
ち
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
 そ
れ
は
、
 

宗
教
が
人
間
の
所
産
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
聖
な
る
 
コ
 ス
モ
ス
 し
 

と
し
て
は
る
か
に
強
力
な
実
在
と
し
て
人
間
を
規
定
す
る
構
造
 を
 保
有
し
 

て
い
る
、
と
い
う
研
究
対
象
の
独
自
性
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
そ
れ
 

ゆ
え
、
研
究
対
象
と
し
て
宗
教
を
取
り
扱
う
場
合
、
そ
の
中
核
 部
分
で
合
 

理
的
 ・
科
学
的
判
断
を
拒
絶
す
る
闇
の
領
域
が
私
た
ち
の
前
に
 立
ち
は
だ
 

か
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
痛
感
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
困
難
を
 克
服
し
て
 

宗
教
的
世
界
や
信
仰
的
心
意
が
つ
く
り
出
し
た
世
界
を
経
験
 科
 学
的
に
理
 

解
し
、
説
明
す
る
て
だ
て
を
模
索
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
 と
 、
そ
の
 

「
ま
え
が
 ぎ
 」
に
於
て
主
張
す
る
本
書
は
、
宗
教
社
会
学
研
究
 
ム
 五
に
 卜
よ
っ
 

て
 先
に
発
表
さ
れ
た
論
集
 八
 I
V
 
 

「
現
代
宗
教
へ
の
視
角
 

ロ
に
 
続
く
も
 

の
 、
論
集
 八
 n
V
 で
あ
り
、
編
集
 八
 ー
 V
 が
学
ん
で
い
た
問
題
 点
を
克
服
 

書
評
と
紹
介
 

宗
教
社
会
学
研
究
会
編
 

目
木
教
の
意
味
世
界
 ヒ
 

雄
山
 閣
 
昭
和
五
五
年
四
月
 

A
5
 判
二
五
四
頁
二
五
 0
0
 円
 

荒
木
美
智
雄
 

し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

多
く
の
可
能
性
を
秘
め
た
、
こ
れ
ら
新
進
研
究
者
集
団
の
宗
教
 研
究
に
 

対
す
る
意
欲
は
、
こ
の
論
集
の
表
題
と
そ
の
「
ま
え
が
 ぎ
 」
に
 、
そ
し
て
 

諸
論
文
に
採
用
さ
れ
た
新
し
い
視
点
に
も
充
分
に
読
み
と
ら
れ
 る
 。
そ
し
 

て
 、
こ
の
よ
う
に
、
若
い
研
究
者
の
間
で
、
宗
教
の
意
味
世
界
 が
、
 何
ら
 

か
の
仕
方
で
研
究
の
中
心
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
 ほ
ん
と
 う
 

に
 喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
 問
題
が
な
 

い
 わ
げ
で
は
な
 

「
ま
え
が
き
」
で
は
、
宗
教
の
意
味
世
界
は
、
「
狭
義
の
教
義
、
 

神
話
、
 

儀
礼
な
ど
を
包
み
込
ん
で
 い
 る
塑
性
を
お
び
た
究
極
的
世
界
観
 」
、
「
生
の
 

諸
様
式
に
意
味
づ
 け
 を
も
た
ら
す
世
界
観
」
で
あ
る
と
い
う
。
 

そ
し
て
、
 

宗
教
の
意
味
世
界
と
い
う
「
対
象
化
し
に
く
い
世
界
」
に
肉
薄
 す
る
た
め
 

に
 、
従
来
の
「
科
学
的
・
外
在
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
超
え
て
、
 
「
研
究
者
 

と
 対
象
世
界
と
の
へ
だ
た
り
を
投
げ
る
こ
と
な
く
宗
教
的
世
界
 を
 了
解
す
 

る
 必
要
」
が
指
摘
さ
れ
、
「
神
学
的
研
究
、
 

ィ
 デ
オ
 p
 ギ
｜
論
 に
も
と
づ
 

く
 研
究
、
あ
る
い
は
社
会
還
元
主
義
的
、
外
在
的
研
究
を
克
服
 し
 、
内
在
 

的
 理
解
と
、
 
い
 わ
ゆ
る
経
験
的
科
学
的
説
明
と
の
接
点
を
求
め
 る
 」
と
し
 

て
い
る
。
し
か
し
、
一
一
、
三
の
懸
念
が
抱
か
れ
る
。
そ
の
 

ょ
ぅ
 な
 理
解
が
 

可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
「
ま
え
が
き
」
で
提
出
さ
れ
た
宗
教
 と
 社
会
の
 

関
係
把
握
は
 、
 や
ふ
図
式
的
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
で
し
か
も
一
方
的
 に
 過
ぎ
、
 

そ
の
た
め
に
「
宗
教
の
意
味
世
界
」
も
充
分
に
「
宗
教
の
意
味
 世
界
」
 た
 

り
 得
な
の
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
も
う
 一
 つ
、
そ
 

の
こ
と
と
不
可
分
な
方
法
論
的
問
題
で
あ
る
が
、
研
究
対
象
と
 し
て
の
七
ホ
 

教
の
 
「
合
理
的
、
科
学
的
判
断
を
拒
絶
す
る
闇
の
領
域
」
と
そ
 の
よ
う
な
 

99@ (99@) 



「
宗
教
的
世
界
や
信
仰
的
心
意
が
つ
く
り
出
し
た
ロ
ハ
を
経
験
 科
 学
的
に
 

理
解
し
、
説
明
す
る
て
だ
て
を
模
索
」
す
る
こ
と
の
間
、
 あ
 る
い
は
、
 

「
内
在
的
理
解
」
と
「
 い
 わ
ゆ
る
経
験
科
学
的
説
明
」
と
の
間
 に
は
、
 こ
 

れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
者
が
っ
ま
づ
い
た
困
難
、
す
な
わ
ち
 宗
 教
の
意
味
 

世
界
の
問
題
と
そ
の
観
察
、
理
解
の
立
場
に
関
わ
る
困
難
な
問
 題
 が
あ
る
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
 

「
ま
え
が
き
し
は
、
宗
教
社
会
学
研
究
会
が
「
唯
一
の
方
法
」
、
 「
確
固
 

と
し
た
枠
組
し
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
い
と
し
て
、
各
執
筆
者
 が
 、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
関
心
・
方
法
で
自
由
に
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
展
開
し
 た
と
し
て
 

い
る
。
実
際
、
執
筆
者
た
ち
の
事
間
分
野
、
問
題
関
心
、
方
法
 は
 実
に
多
 

様
で
あ
り
、
興
味
深
い
論
文
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 読
み
進
む
 

に
 従
っ
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
本
書
の
表
題
、
「
 ま
 た
 が
き
」
 

と
 諸
論
文
の
間
に
は
そ
れ
ほ
ど
深
い
つ
が
が
り
は
な
い
と
い
う
 こ
と
、
 そ
 

し
て
「
ま
え
が
 ぎ
 」
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
だ
け
は
、
少
数
の
 論
文
を
の
 

ぞ
い
て
、
多
く
の
論
文
が
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 問
題
は
 、
 

宗
教
が
宗
教
と
し
て
、
宗
教
の
意
味
世
界
が
宗
教
の
意
味
世
界
 と
し
て
、
 

そ
し
て
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
社
会
が
社
会
と
し
て
、
充
分
に
取
 扱
わ
れ
て
 

い
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
 

紙
数
の
限
定
上
、
発
表
さ
れ
た
論
文
そ
れ
ぞ
の
内
容
に
深
く
関
 わ
っ
て
 

問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
各
論
文
 の
 紹
介
 と
 

批
評
を
試
み
て
み
よ
う
。
 

@
 
 伝
承
世
界
の
継
承
と
展
開
 

 
 

昭
 

伝
承
と
し
て
の
祭
り
世
界
茂
木
 栄
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書評と紹介 

禁 めう るれい意、 
り てここ ぞ て味 

究 折茂 
に 口 木   

積
み
重
ね
に
 基
 き
、
他
の
地
区
と
の
 比
 綾
を
視
野
に
入
れ
た
 現
 在
 進
行
中
 

の
 研
究
で
あ
り
、
将
来
に
期
待
が
か
け
ら
れ
る
論
文
で
あ
る
。
 

門
馬
論
文
は
外
来
的
宗
教
文
化
で
あ
る
観
音
信
仰
の
日
本
に
 於
 げ
る
 受
 

容
 の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
背
後
に
基
層
に
潜
む
宗
教
的
 心
 意
の
 
「
 表
 

層
 」
へ
の
顕
在
化
を
問
題
に
し
て
い
る
。
日
本
の
宗
教
に
固
有
 な
 様
々
な
 

潜
在
的
心
意
１
１
来
訪
神
駒
性
格
、
他
界
観
念
、
水
及
び
大
地
 の
 シ
ム
 ボ
 

リ
ズ
ム
等
々
の
重
層
的
複
合
が
 、
 更
に
家
族
主
義
的
社
会
 構
造
と
の
 

関
係
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
 厭
 っ
て
観
音
信
 仰
の
意
味
 

世
界
を
整
合
的
に
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
 ろ
 う
 。
 

 
 

渡
辺
論
文
は
、
大
隠
皇
天
神
官
裁
に
お
け
る
救
済
の
論
理
を
信
 者
の
生
 

 
 

清
史
 再
 解
釈
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
信
者
の
 教
化
を
目
 

的
と
し
た
教
団
発
行
の
機
関
誌
掲
載
の
手
記
を
第
一
資
料
と
し
 て
い
る
点
 

が
 特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
 士
 
示
教
の
意
 

味
 世
界
で
は
な
く
、
信
仰
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
教
祖
を
中
 心
 に
し
た
 

 
 

目
的
論
的
世
界
に
関
わ
っ
て
、
そ
の
世
界
へ
の
生
の
転
化
の
「
論
 
理
 」
 

生
の
意
味
づ
け
の
枠
組
や
苦
難
の
克
服
の
方
法
１
１
と
そ
の
 社
 全
的
基
盤
 

な
の
で
あ
る
。
 

宗
教
の
意
味
世
界
の
整
合
的
な
解
釈
を
期
待
し
て
読
み
進
ん
だ
  
 
@
 
・
 
カ
 

、
し
 
-
 

こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
「
ま
え
が
 ぎ
 」
の
約
束
と
出
合
っ
て
 
い
 よ
 
申
ん
 
、
。
 

Ⅰ
 

「
ま
え
が
き
」
の
主
張
す
る
宗
教
の
意
味
世
界
は
や
っ
と
宮
水
 論
文
で
追
 

来
 さ
れ
て
い
る
。
宮
永
は
、
世
界
真
光
文
明
教
団
に
お
い
て
 実
 残
 さ
れ
て
 

 
 

い
る
 逮
抜
 と
い
う
超
常
現
象
が
教
団
の
中
で
ど
の
よ
う
に
規
定
 さ
れ
て
い
Ⅲ
 

 
 

る
か
を
解
明
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
は
宗
教
の
意
 味
 世
界
が
 

 
 

教
義
と
儀
礼
の
実
践
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
「
論
理
世
界
」
、
 

、
、
 ・
 
 
 



 
 

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
（
「
論
理
」
と
い
う
言
葉
は
渡
辺
論
文
に
 

も
 第
二
章
 

0
 表
題
に
も
使
わ
れ
て
い
る
が
し
か
し
、
こ
れ
ら
宗
教
の
意
味
 世
界
の
内
 

実
を
正
当
に
表
現
す
る
「
 舌
異
 ㌍
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
・
 疑
問
で
あ
 

る
 。
）
宮
永
は
自
分
自
身
の
参
与
を
伴
う
長
期
に
 

亘
る
 フ
ィ
ー
 ル
 

ワ
｜
 

ク
の
 積
み
重
ね
を
基
礎
に
、
バ
リ
ッ
ジ
の
方
法
１
１
投
企
性
 と
 被
 投
企
 桂
 

の
せ
め
ぎ
合
い
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
視
座
を
用
い
て
、
 

真
 光
の
人
々
 

っ
て
の
意
味
世
界
を
「
 

@
@
@
@
@
@
@
 

手
 か
ざ
し
」
の
問
題
を
と
お
し
て
 
解
明
す
 

る
 。
 愚
 抜
の
反
復
と
信
仰
の
深
ま
り
は
 愚
 牧
者
と
し
て
完
成
さ
 れ
て
い
く
 

こ
と
を
通
し
て
自
己
中
心
的
世
界
か
ら
真
光
の
「
 浄
 っ
た
」
 人
 物
 に
変
身
 

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
う
。
魅
力
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
 る
 。
し
か
 

し
 、
こ
の
 プ
 p
 セ
ス
 を
次
の
島
田
論
文
が
問
題
に
す
る
「
 手
か
 ，
 
ざ
し
」
の
 

問
題
と
対
話
さ
せ
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
 

島
田
論
文
は
近
代
西
洋
医
学
の
批
判
を
と
お
し
て
医
学
に
 於
げ
 る
 治
療
 

の
間
 題
 と
宗
教
に
お
け
る
治
療
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
 主
に
真
光
 

に
お
け
る
「
 手
 か
ざ
し
し
 
と
 カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
ざ
ん
げ
」
を
 問
 題
 に
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
「
物
語
り
」
（
意
味
世
界
）
が
心
身
の
治
療
 
救
済
と
深
 

い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
「
医
療
宗
教
学
」
と
 い
う
、
 医
 

学
 と
宗
教
学
と
の
共
同
研
究
を
提
唱
し
た
異
色
の
興
味
深
い
め
 謂
 寺
人
で
も
 
め
 

る
 。
 

ル
中
論
文
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
を
用
い
て
ウ
ェ
ス
レ
ー
神
学
 と
メ
ソ
 

デ
ィ
ス
ト
の
日
常
生
活
に
お
け
る
実
践
的
態
度
や
職
業
論
理
と
 の
 ダ
イ
ナ
 

、
ッ
ク
 な
関
連
を
再
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
は
古
典
的
な
 テ
一
 て
な
 取
り
 

あ
げ
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
宗
教
社
会
学
的
研
究
で
あ
ろ
う
。
 こ
れ
に
 対
 

し
て
、
大
塚
論
文
は
今
日
流
行
の
テ
ー
マ
を
取
り
あ
げ
て
い
る
 の
で
あ
る
 

 
 

 
 

ス
ラ
ー
ム
・
フ
ァ
ソ
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
世
界
を
学
問
的
に
取
 扱
う
お
 う
 

℡
 

 
 

と
す
る
迫
力
に
欠
け
る
 き
 ら
 ぃ
 が
あ
る
。
 

杯
論
文
は
真
宗
教
学
と
歎
異
抄
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
教
典
の
 内
部
に
 

塑
性
の
源
泉
が
あ
る
と
し
て
、
歎
異
抄
に
教
典
の
一
般
的
特
質
 を
 探
ろ
 う
 

と
す
る
。
意
欲
的
な
着
想
を
含
ん
だ
論
文
で
は
あ
る
。
し
か
し
 、
問
題
が
 

あ
る
。
歎
異
抄
は
真
宗
教
団
に
於
て
確
か
に
重
要
な
書
物
で
あ
 る
が
、
 教
 

典
 と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
真
宗
教
団
で
教
典
と
し
て
 の
塑
 性
 を
 

認
め
ら
れ
て
い
な
い
書
物
を
、
外
部
か
ら
ス
ト
レ
イ
ト
に
真
宗
 の
 教
典
 と
 

し
 、
そ
こ
か
ら
教
典
の
一
般
的
特
質
を
把
握
し
ょ
う
と
す
る
 場
 4
 
ロ
に
は
、
 

そ
れ
な
り
に
そ
の
 ょ
う
 な
視
点
を
説
明
す
る
こ
と
が
要
る
と
 考
 え
ら
れ
 

る
 。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
事
実
の
無
視
と
歪
曲
と
考
え
ら
れ
て
 も
 仕
方
が
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
教
史
上
の
す
べ
て
の
教
典
は
 、
 各
々
の
 宗
 教
の
伝
統
 

あ
る
い
は
教
団
が
聖
典
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
た
と
 え
も
し
、
 

歎
異
抄
が
教
典
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
他
の
様
々
の
タ
イ
 フ
の
 教
典
 

と
の
な
に
が
し
か
の
比
較
と
い
う
こ
と
な
く
し
て
歎
異
抄
か
ら
 の
み
教
典
 

の
 一
般
的
特
質
を
抽
出
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
 真
 宗
に
於
け
 

る
 「
 師
と
 弟
子
」
と
い
う
こ
と
も
、
東
洋
の
創
唱
宗
教
に
は
か
 な
り
の
と
 

こ
ろ
ま
で
妥
当
し
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
史
上
の
教
典
に
共
通
す
 る
 一
般
性
 

と
は
即
座
に
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

川
村
論
文
は
カ
リ
ス
マ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
最
近
の
 ウ
ヱ
  
  
 

の
 カ
リ
ス
マ
概
念
に
対
す
る
批
判
を
ま
と
め
、
最
近
の
学
問
的
 成
果
の
中
 

か
ら
、
カ
リ
ス
マ
概
念
に
相
応
す
る
諸
概
念
を
吟
味
し
て
、
 社
 会
 関
係
、
 



社
会
過
程
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
「
カ
リ
ス
マ
の
磁
場
」
と
 押
 え
て
諸
説
 

を
 意
欲
的
に
整
理
し
て
い
る
，
し
か
し
「
磁
場
」
は
ど
こ
ま
で
 追
求
し
て
 

も
 磁
場
で
あ
る
。
ま
た
、
と
り
あ
分
ら
れ
た
諸
概
念
は
 、
 夫
々
 何
ら
か
の
 

具
体
的
で
特
殊
な
状
況
を
モ
デ
ル
に
し
て
得
ら
れ
た
概
念
で
あ
 っ
て
 、
即
 

盛
二
カ
リ
ス
マ
一
般
を
、
あ
る
い
は
種
々
の
タ
イ
プ
の
カ
リ
ス
 マ
的
 状
況
 

を
す
べ
て
説
明
し
得
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
 も
 カ
リ
ス
 

マ
 論
は
フ
ァ
ビ
ア
ン
 や
 バ
リ
ッ
ジ
ら
の
、
具
体
的
な
カ
リ
ス
マ
 酌
人
格
と
 

そ
の
人
格
が
置
か
れ
た
特
殊
な
状
況
に
即
し
た
研
究
と
そ
れ
に
 よ
っ
て
 確
 

保
さ
れ
た
概
念
が
中
心
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

対
馬
論
文
は
「
あ
る
経
験
と
超
越
世
界
が
関
与
し
た
と
認
定
す
 る
 」
 人
 

間
 に
と
っ
て
の
「
超
越
界
の
実
在
性
」
の
問
題
に
限
っ
て
 、
そ
 の
 「
現
実
 

的
 」
存
立
の
問
題
を
突
込
ん
で
議
論
し
て
い
る
。
議
論
は
堅
実
 で
あ
り
、
 

多
く
の
鋭
い
洞
察
を
含
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
、
「
経
験
処
理
 」
と
い
う
 

こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
た
結
果
、
宗
教
経
験
の
世
界
の
不
透
明
 さ
 、
「
 非
 

合
理
性
」
を
切
り
捨
て
、
あ
ま
り
に
合
理
的
に
一
般
化
し
す
ぎ
 て
、
ゐ
不
軋
似
 

経
験
に
お
け
る
具
体
性
、
質
、
力
と
い
っ
た
側
面
が
軽
く
処
理
 さ
れ
て
 宗
 

教
の
意
味
世
界
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
把
握
か
ら
ほ
か
え
っ
て
 遠
 く
な
っ
て
 

し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 

私
は
宗
教
学
を
専
門
領
域
と
し
て
い
る
。
そ
の
宗
教
学
の
包
含
 す
る
 一
 

分
野
と
し
て
宗
教
社
会
学
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
 私
 を
た
だ
ち
 

に
 宗
教
社
会
学
の
専
門
家
た
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
 、
本
書
の
 

綺
 

多
く
の
論
文
で
扱
わ
れ
た
宗
教
現
象
に
つ
い
て
も
無
知
の
 こ
と
が
多
く
 、
 

 
 

ま
え
が
き
も
て
も
、
ま
え
が
 

、
 

き
や
表
題
と
多
く
の
論
文
の
内
容
と
の
間
に
は
深
い
つ
な
が
り
 が
な
 い
 の
 

で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
宗
教
の
意
味
世
界
整
合
的
な
解
釈
 は
な
さ
れ
 

な
い
ま
ま
、
宗
教
の
意
味
世
界
の
大
き
な
広
が
り
や
深
さ
は
、
 不
明
瞭
な
 

ま
ま
に
論
文
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
宗
教
 0
 社
会
学
 

的
 還
元
主
義
と
い
う
こ
と
で
す
ら
な
い
。
少
数
の
例
外
を
除
く
 と
 、
ほ
と
 

ん
ど
の
研
究
が
宗
教
現
象
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
宗
教
規
 象
 と
取
組
 

む
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
の
意
味
世
界
 が
 充
分
に
 

理
解
さ
れ
な
い
で
、
そ
の
世
界
に
ま
つ
わ
る
「
社
会
」
が
理
解
 さ
れ
る
と
 

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
ら
若
手
研
究
者
に
か
け
ら
れ
て
い
る
期
待
は
大
き
い
。
 諸
 困
難
が
 

速
や
か
に
克
服
さ
れ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
さ
ら
に
大
き
な
展
開
 を
 成
し
遂
 

げ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
念
願
す
る
者
の
一
人
で
あ
る
。
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出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
よ
う
に
毎
年
顔
を
出
す
学
生
が
 い
た
た
め
 

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
講
義
内
容
が
毎
年
少
し
ず
 つ
 角
度
 や
 視
点
を
 

ち
 が
え
て
お
り
、
そ
の
と
 ぎ
 の
ノ
ー
ト
も
数
冊
を
数
え
て
い
る
 。
几
帳
面
 

な
 著
者
の
講
義
内
容
を
、
本
書
の
前
半
の
諸
論
 孜
に
 多
く
見
出
 し
 、
な
つ
 

か
し
く
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。
 

本
書
の
序
の
巻
頭
に
、
「
宗
教
と
は
向
学
ぶ
も
の
し
で
は
な
く
、
 

ヨ
 い
れ
こ
 

な
う
も
の
 ヒ
 で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
宗
教
と
は
 
コ
 
考
え
る
こ
 と
し
で
は
 

な
く
，
 
日
 
感
じ
ス
リ
こ
と
し
 ネ
 Ⅰ
 
あ
 ス
リ
。
し
か
 L
 
し
そ
れ
に
も
 人
 
T
 ム
几
わ
 
ら
斗
 9
 、
 め
ホ
 

教
を
真
に
理
解
し
、
正
し
く
信
仰
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
を
㍉
 学
び
 ヒ
且
 

っ
 
「
考
え
目
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
三
十
年
来
、
宗
教
 

学
を
講
じ
 

て
 ぎ
た
著
者
の
感
懐
で
あ
る
。
」
（
 
序
 、
一
頁
）
と
著
者
の
宗
教
 に
 対
す
る
 

基
本
的
な
考
え
を
述
べ
、
本
書
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
 
い
る
。
 

「
し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
は
、
あ
く
ま
で
も
 士
 
示
教
の
真
 

の
姿
を
描
く
に
あ
る
が
、
そ
の
表
現
は
学
生
を
前
に
し
て
講
壇
 か
ら
説
く
 

に
 等
し
い
、
い
 う
 な
れ
ば
啓
蒙
平
俗
の
も
の
に
甘
ん
ず
る
こ
と
 に
し
た
。
 

特
に
前
半
の
総
論
的
部
分
が
そ
れ
で
あ
り
、
後
半
に
お
い
て
、
 著
者
が
か
 

つ
て
試
み
た
論
稿
を
再
録
し
て
宗
教
学
の
学
問
的
半
面
を
止
め
 る
こ
と
に
 

し
た
。
本
書
を
題
し
て
「
宗
教
学
序
説
 ヒ
 と
し
た
の
は
こ
の
 の
 え
で
あ
 

る
ピ
 
（
 
序
 、
二
頁
）
そ
し
て
本
書
は
、
真
野
 正
順
 先
生
に
献
呈
 さ
れ
て
い
 

る
 。
 

本
書
は
、
本
文
が
十
一
章
か
ら
な
り
た
っ
て
お
り
（
四
四
六
頁
 ）
 、
さ
 

ら
に
英
文
論
文
二
点
（
一
四
頁
）
、
索
引
（
一
丁
ハ
頁
）
が
附
さ
れ
 

て
い
る
。
 

各
章
と
も
内
容
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
 る
と
次
の
 

よ
う
な
も
の
に
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

へ
す
 す
ん
だ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

1
0
4
 

 
 

第
二
章
「
宗
教
学
の
意
義
と
限
界
」
で
は
、
宗
教
学
は
現
象
学
 
で
あ
 

り
 、
経
験
学
で
、
原
理
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
教
義
学
や
宗
 ゑ
史
学
、
 

宗
教
哲
学
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
界
を
も
っ
こ
と
 が
 示
さ
れ
 

る
 。
 

第
三
章
「
宗
教
諸
分
科
」
で
、
宗
教
学
の
分
科
学
と
し
て
、
（
 宗
教
史
 

学
 ）
、
宗
教
心
理
学
、
宗
教
社
会
学
、
宗
教
民
族
学
、
宗
教
 規
 家
学
の
あ
 

る
こ
と
を
説
く
。
 

第
四
章
「
宗
教
学
に
お
け
る
宗
教
の
意
味
」
で
は
、
著
者
の
宗
 教
 の
 定
 

義
を
中
心
に
、
宗
教
の
意
味
が
追
究
さ
れ
て
い
る
。
「
宗
教
と
 は
、
 死
す
 

べ
き
存
在
と
し
て
の
人
間
の
有
限
性
の
自
覚
の
上
に
立
っ
て
 、
 永
遠
な
る
 

も
の
、
無
限
な
る
も
の
を
畏
敬
し
、
思
慕
 し
 、
こ
れ
を
自
己
の
 う
ち
に
 体
 

現
し
ょ
う
と
す
る
 心
 。
し
か
も
そ
の
心
は
人
間
の
精
神
構
造
の
 根
底
を
な
 

す
も
の
で
あ
る
の
 え
 、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
普
遍
的
に
そ
な
わ
っ
 て
お
り
、
 

そ
れ
が
個
々
人
の
日
常
生
活
の
態
度
や
思
考
や
情
緒
の
 う
え
 に
 浸
み
出
て
 

情
操
を
形
成
し
、
や
が
て
は
社
会
生
活
に
も
反
映
す
る
 よ
う
 
に
 な
る
。
 ヒ
 

（
四
七
頁
）
 

第
五
章
「
宗
教
と
呪
術
マ
レ
ッ
ト
を
中
心
と
し
て
」
で
は
 
、
宗
教
 

研
究
に
お
い
て
、
古
木
教
の
内
包
的
研
究
 ぎ
繕
 コ
ム
く
の
海
 
臣
 Ⅰ
 せ
 と
 外
延
的
 

研
究
の
 ぉ
 （
の
 
コ
 の
 
@
 
づ
 の
の
（
年
年
せ
が
考
え
ら
れ
、
後
者
の
例
と
し
て
 

、
呪
術
 と
 

の
 関
係
が
マ
レ
 "
 ト
を
 中
心
に
追
究
さ
れ
て
い
る
。
 

第
六
章
「
宗
教
的
対
象
し
で
は
、
宗
教
的
対
象
と
し
て
、
 ア
 -
 
 
 



書評と紹介 

親拝 ホ   ょ が崇 

還
せ
 目
ざ
す
も
の
と
し
て
の
宗
教
し
と
な
る
と
い
う
。
こ
の
よ
 う
 な
立
場
 

で
 宗
教
の
役
割
を
考
察
す
る
と
、
「
宗
教
は
世
俗
を
対
象
す
る
 こ
と
な
し
 

に
 、
世
俗
の
中
に
深
く
分
け
入
っ
て
、
人
格
と
集
団
を
通
じ
て
 、
み
ず
か
 

ら
の
 塑
 性
を
発
揮
し
、
逆
に
世
俗
を
し
て
聖
な
る
世
界
に
近
づ
 か
し
め
る
 

と
こ
ろ
に
、
現
代
を
普
遍
化
し
て
永
遠
に
変
ら
ぬ
宗
教
の
役
割
 が
 樹
立
さ
 

れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
二
五
九
頁
）
と
し
て
、
こ
の
章
を
む
す
 

ん
 で
い
る
。
 

こ
こ
で
本
書
の
前
半
を
終
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
を
別
冊
と
し
 た
も
の
に
 

「
現
代
宗
教
学
の
理
解
 
ヒ
 （
山
高
扇
仏
書
林
、
昭
和
五
三
）
が
 

る
 る
 。
 

第
十
一
章
「
宗
教
研
究
の
諸
相
」
は
、
昭
和
二
五
年
以
降
、
各
 誌
 に
発
 

表
し
掲
載
し
た
諸
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
中
 で
、
最
大
 

の
 負
数
を
占
め
て
い
る
（
二
六
一
 

｜
 四
四
六
頁
）
。
ま
た
こ
の
 
上
 
早
は
、
標
 

題
 の
よ
う
に
、
著
者
の
宗
教
研
究
の
諸
相
を
知
る
こ
と
が
で
 き
 る
だ
け
で
 

な
く
、
著
者
の
宗
教
研
究
の
遍
歴
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
も
の
 で
あ
る
。
 

そ
の
内
容
は
次
の
 ょ
ぅ
 で
あ
る
。
 

一
 
比
較
宗
教
学
の
黎
明
 

%
 
 超
自
然
主
義
（
「
 ゐ
 
ホ
教
研
究
し
一
二
一
 -
 
ハ
 、
昭
和
二
八
）
 

三
 

マ
レ
ッ
ト
の
宗
教
理
論
（
「
大
正
大
学
研
究
紀
要
ヒ
三
九
 、
昭
和
 

二
九
）
 

日
 

宗
教
学
展
開
の
一
時
点
（
「
大
正
大
学
宗
教
学
年
報
 ロ
一
 日
 、
昭
 

和
 三
九
）
 

五
宗
教
的
危
機
に
つ
い
て
（
前
掲
 
諒
 
一
五
、
昭
和
四
 0
 ）
 

六
二
 ニ
 ー
・
ギ
ニ
ア
民
族
の
宗
教
観
念
（
「
大
正
大
学
研
究
 
紀
 要
 b
 五
 

℡
 

 
 

二
 、
昭
和
四
二
）
 

 
 

七
二
 ニ
 ー
・
ギ
ニ
ア
の
マ
ナ
 と
霊
質
 （
「
民
族
学
研
究
し
一
四
 １
匹
、
 

1
 



昭
和
二
瓦
）
 

八
二
 
ニ
 ー
・
ギ
ニ
ア
民
族
の
死
の
儀
礼
三
大
正
大
学
宗
教
 
学
年
報
 

二
 0
 、
昭
和
五
①
）
 

九
死
霊
と
祖
霊
１
１
祖
先
崇
拝
へ
の
一
考
察
（
 ヨ
ゐ
 
示
教
 文
 @
L
 

一
ィ
 

一
 、
昭
和
三
一
）
 

る
 
口
ど
 ヵ
マ
ド
 の
神
々
三
東
方
宗
教
 し
 六
、
昭
和
二
九
）
 

ま
た
本
書
は
 、
 「
タ
ブ
ー
の
研
究
し
（
山
高
扇
仏
書
林
、
昭
和
五
 
一
一
）
 
サ
 
-
@
 

つ
 づ
 き
 、
さ
ら
に
こ
の
書
の
後
に
㍉
仏
教
１
１
心
理
と
儀
礼
 

」
（
 
回
 、
 

昭
和
五
四
）
が
す
で
に
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
近
時
の
三
部
作
 を
彩
づ
く
 

っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
本
書
は
、
「
宗
教
学
」
の
 概
説
書
と
 

し
て
は
数
少
く
な
い
労
作
の
一
つ
で
あ
り
、
今
日
、
宗
教
社
会
 学
的
研
究
 

が
 多
く
宗
教
学
徒
に
支
持
さ
れ
る
中
で
、
宗
教
心
理
学
や
宗
教
 

教
学
の
学
的
体
系
化
を
考
え
、
宗
教
の
科
学
的
研
究
を
す
す
め
 民

族
学
徒
 

る
 際
に
 、
 

民
族
学
、
さ
ら
に
宗
教
現
象
学
を
強
調
す
る
著
者
の
立
場
が
 、
 本
書
を
一
 

誌
 す
る
だ
け
で
伝
わ
っ
て
く
る
。
宇
野
円
空
先
生
の
学
風
を
継
 度
 し
、
 R
 

R
.
 

マ
レ
 

"
 ト
の
 理
論
的
影
客
も
随
所
に
み
ら
れ
る
。
わ
れ
 わ
れ
が
 士
不
 

本
書
は
、
再
度
原
点
に
も
ど
っ
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
内
容
と
 課
題
を
豊
 

宮
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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「
ネ
パ
ー
ル
系
写
本
の
中
、
そ
の
重
要
性
の
認
め
ら
れ
る
 ギ
ル
 ・
 
ギ
ッ
ト
 

写
本
を
、
正
確
に
ロ
ー
マ
字
に
転
写
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
 。
遺
憾
な
 

が
ら
こ
れ
も
完
本
と
し
て
伝
わ
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
ネ
パ
ー
ル
 伝
本
の
批
 

制
約
出
版
の
基
盤
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
刊
本
 と
の
詳
細
 

な
 比
較
を
注
記
す
る
た
め
に
多
く
の
時
間
を
割
く
よ
り
も
、
 あ
 り
の
ま
 
ュ
 

に
こ
の
写
本
を
学
界
に
紹
介
す
る
方
が
よ
い
。
段
落
ご
と
に
 ト
 z
.
 

へ
の
 

参
照
が
け
し
て
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
」
と
は
、
 

故
 辻
直
四
郎
 博
士
の
 @
 

で
あ
る
。
 
尖
 法
華
経
研
究
 ヒ
目
、
づ
 p
.
 コ
ー
 お
 ・
）
 

故
 渡
辺
 照
宏
 博
士
の
 ギ
 ル
ギ
ッ
 ト
 写
本
の
ロ
ー
マ
字
 本
は
、
ま
 さ
し
く
 

こ
の
言
の
如
く
に
な
さ
れ
た
も
の
と
云
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
 と
ノ
 
。
 

一
九
六
六
年
一
二
月
九
日
に
こ
の
写
本
を
入
手
さ
れ
て
以
来
、
 病
臥
に
 

あ
り
な
が
ら
、
 

一
 0 
年
の
歳
月
を
か
け
て
の
畢
生
の
研
究
成
果
 が
 、
こ
の
 

ギ
 ル
ギ
ッ
 ト
 写
本
の
出
版
で
あ
る
。
ミ
大
法
輪
 ヒ
 仮
の
 7
 参
照
 ）
 

ま
ず
著
者
は
、
 
ギ
 ル
ギ
ッ
 ト
 写
本
を
 A
 、
 B
 、
 C
 の
三
つ
の
 
グ
 ル
ー
フ
 

戸
田
宏
文
 

③
 ヰ
 ぎ
の
 
年
 ㏄
 コ
 Ⅰ
 ひ
コ
コ
 
0
 （
が
（
 

ゆ
ネ
 サ
 ド
 の
す
 
0
 才
 0
%
 く
 ト
 ビ
オ
 ニ
ト
ロ
 内
 ・
 ミ
 @
 
任
ゴ
円
ゴ
 
0
 

Ⅰ
 q
n
 
片
 
p
n
 
の
 す
せ
 ㌧
 
せ
 ・
め
の
 
で
ぃ
 
（
・
い
 
で
 o
-
 
の
 
・
 づ
 0
 寒
せ
 
0
 一
づ
 ゴ
 の
 由
ゑ
 せ
偉
笘
 

l
 オ
 Ⅰ
 

ト
ゆ
 
Ⅱ
 い
 1
.
 
Ⅰ
 
ゆ
べ
 
の
・
 い
 0
.
 
印
 X
 め
 Ⅰ
 
リ
 ヨ
・
㏄
 亜
づ
 
）
・
 
十
い
任
曲
ヴ
 

-
 
の
お
づ
 Ⅰ
・
Ⅹ
ま
ご
 
十
 ひ
亜
べ
 
・
 
べ
 

呂
 ・
 味
 N
 の
 ・
つ
の
 

0
.
 

 
  

 

 
 

の
倖
 Ⅰ
Ⅰ
 ナ
麓
ペ
ヨ
笘
 
Ⅰ
 臣
中
 Ⅰ
 亜
 Ⅱ
ロ
オ
舛
 

害
 an
 

宙
の
 

c
r
 

ロ
 Ⅰ
（
の
（
 0
u
 
コ
 %
 
年
ヒ
 

 
  

 

田
 コ
蛭
 二
 %
 
ぎ
 ・
 

 
 

 
 



に
 分
類
す
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 

Q
q
o
 

も
や
 
）
 
お
葉
 （
白
樺
樹
皮
）
 

、
の
 「
 
0
 
佳
せ
 

口
鰹
葉
 （
白
樺
樹
皮
）
、
の
こ
毛
の
 

づ
葉
 （
 
紙
 ）
で
あ
る
。
 A
 及
び
 B
 

は
 第
一
巻
に
収
め
ら
れ
、
 
C
 は
第
二
巻
冒
頭
に
入
れ
ら
れ
て
 

ぃ
 る
 。
 

（
の
（
 

O
E
 

せ
 め
の
 

h
O
 

㌃
婁
及
び
 

h
O
 

㌃
双
の
右
半
分
は
 

、
 之
の
（
 

@
 
0
 
コ
日
下
「
 

婁
ぞ
毬
 ・
の
の
「
 

@
a
 

（
さ
に
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
め
 

0
-
 き
と
 写
 

真
主
 

0
.
 

の
 
A
A
 
 

と
之
 0
.
 
 

ひ
 
A
m
 
 

の
間
に
入
れ
ら
る
べ
 

き
 一
葉
が
 r
.
 
の
 す
 が
 

コ
 串
が
に
依
っ
て
既
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
 

臣
 
0
 
の
・
の
め
て
と
 

燵
 。
 :
0
 
曲
め
む
 

㏄
 だ
 も
 へ
キ
 
～
 
め
 
～
 寒
ミ
 u
 の
 
も
「
～
 

ち
 ～
 
め
 
・
・
や
（
・
 

P
o
.
 

ま
た
、
の
「
 

0
E
 

で
の
の
 

残
り
の
も
 

の
林
 葉
も
、
ア
の
プ
曲
コ
 

a
l
P
 

に
依
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
司
書
 

コ
 。
 
の
 
・
の
Ⅰ
 

ゆ
ト
｜
 

い
い
 
Ⅰ
の
・
さ
ら
に
、
Ⅰ
ト
 

ド
 
の
の
け
ち
 

コ
ゑ
 
の
（
。
日
が
（
の
 

ハ
リ
づ
ざ
 

繕
の
臣
 
旧
 （
も
も
 片
 

面
 の
み
で
は
あ
る
が
、
こ
の
の
（
三
も
の
に
加
え
ら
れ
る
。
）
 

こ
れ
ら
 三
 

類
 Ⅰ
 
認
葉
の
 ロ
ー
マ
字
転
写
本
が
、
本
署
第
二
巻
を
成
す
。
 

著
者
が
写
本
の
写
真
版
に
 
、
 p
 ー
マ
 字
 転
写
本
を
付
し
て
出
版
 
し
た
こ
 

と
は
、
 佛
 数
原
典
研
究
史
上
画
期
的
と
も
云
う
べ
き
で
、
今
後
 

の
 研
究
の
 

範
 と
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
出
版
さ
れ
た
も
の
 

又
 読
み
の
正
否
 を
 判
断
す
 

る
に
当
っ
て
、
 
原
 写
本
が
手
許
に
な
い
場
合
、
隔
靴
掻
痒
の
感
 

を
 覚
え
る
 

の
は
、
筆
者
の
み
で
は
な
か
ろ
う
。
写
真
版
の
出
版
に
依
っ
て
 

、
 読
み
の
 

独
断
が
排
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
 

序
論
で
著
者
は
、
本
書
は
ケ
ル
ン
・
南
条
本
の
や
Ⅰ
年
の
 

コ
 隼
の
で
 
あ
り
、
 

の
 。
Ⅰ
俺
の
コ
ロ
が
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
脚
注
 

を
見
れ
ば
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
版
す
る
に
際
し
、
著
者
は
、
可
能
な
限
り
 原
 写
本
に
忠
実
で
 あ
る
こ
 

と
を
旨
と
し
た
と
し
て
い
る
が
、
書
写
上
疑
 う
 余
地
の
な
い
も
 の
に
つ
い
 

て
は
、
正
書
法
を
用
い
て
い
る
の
で
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
 写
 本
の
 
ロ
｜
 

7
 字
転
写
本
と
は
云
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
注
記
は
 、
ま
 ・
 ロ
 a
r
u
 
宰
 
の
 多
 

く
の
写
本
の
異
読
を
克
明
に
記
し
た
あ
の
手
法
と
同
じ
や
り
方
 を
と
り
、
 

さ
ら
に
西
蔵
 訳
 に
重
要
性
を
認
め
、
西
蔵
 訳
 と
の
異
同
を
詳
細
 に
 記
し
て
 

る
こ
と
は
特
筆
さ
る
 べ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
の
 
ヴ
 
0
 脚
 

注
 に
お
い
て
、
殊
に
 

目
 ・
 ロ
の
 
c
 オ
 0
%
 論
文
を
手
厳
し
く
批
判
し
 
て
い
る
 

の
の
べ
 
頁
 以
下
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
昌
大
法
輪
」
白
の
 4
 歩
 昭
一
。
）
 

次
に
 ギ
 ル
ギ
ッ
 ト
 本
の
親
近
関
係
を
述
べ
て
い
る
が
 ギ
 ル
ギ
ッ
 ト
 本
は
 

不
パ
ー
ル
本
に
似
て
お
り
、
 

又
 西
蔵
 訳
は
 、
文
章
の
中
に
は
 ネ
 ハ
ー
ル
 本
 

よ
り
も
 ギ
 ル
ギ
ッ
 ト
 本
に
似
て
い
る
。
従
っ
て
、
ネ
パ
ー
ル
 本
 に
 見
ら
れ
 

る
 変
容
は
、
西
蔵
 訳
が
 完
成
し
た
後
に
生
じ
た
と
推
定
さ
れ
る
 と
し
て
い
 

る
 。
こ
の
こ
と
は
法
華
経
原
典
成
立
史
を
考
え
る
上
で
大
い
 た
 る
 示
唆
を
 

与
え
る
。
西
蔵
 訳
 で
あ
る
が
、
デ
ル
ゲ
、
 

テ
 ル
タ
ン
の
両
版
に
 
在
っ
て
 、
 

北
京
、
 
チ
 "
@
 不
両
版
に
無
く
、
勿
論
梵
文
写
本
に
も
無
い
相
 当
 長
い
文
 

が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
お
こ
う
。
（
地
板
筆
者
未
見
。
）
す
 

ね
 ね
 ち
、
 見
 

宝
塔
品
の
宝
塔
か
ら
出
て
く
る
声
の
描
写
で
あ
る
。
（
汀
の
 の a
 、
 の
｜
ヴ
，
 
㏄
 

子
ト
の
 か
 す
 ・
 ヤ
 ー
 3
 の
す
・
 
ぜ
 
同
様
に
、
西
蔵
 訳
 の
み
が
 増
 広
さ
れ
 て
い
る
 箇
 

所
 も
あ
る
。
（
 し
 n
P
 

～
の
 

ヴ
 ・
 か
 1
 の
）
 

序
論
で
は
こ
の
外
、
音
韻
、
文
法
の
特
徴
が
簡
単
に
述
べ
ら
れ
 
て
い
 

る
 。
特
に
新
し
い
表
記
法
と
し
て
 
檸
ロ
 申
が
本
書
に
於
て
用
   

 
 

い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

と
こ
ろ
で
、
 
掲
 文
の
韻
律
に
つ
い
て
著
者
は
、
古
典
梵
語
の
韻
 律 、
 特
 

1
 



に
づ
 r
@
 
め
 （
 
佳
サ
甘
 
・
 
甘
 ㏄
 麓
 （
 
@
 調
に
合
わ
な
い
韻
律
が
見
ら
れ
る
場
合
 に
 、
二
毛
の
 

綾
 Ⅰ
 e
n
 

（
…
…
 

，
と
 母
音
の
長
短
を
脚
注
に
記
し
て
い
る
。
 

所
 に
よ
っ
て
 

は
 
、
 
力
 e
p
 
㌔
・
と
訂
正
を
施
し
て
い
る
が
、
は
る
か
に
前
者
の
 如
 き
 記
載
 

が
 多
い
。
（
・
・
 
d
 オ
 0
 （
 
O
E
 

（
（
 

プ
の
ヱ
 P
p
 
ヴ
 -
n
 綜
 O
 口
崔
汀
 「
の
 
の
腰
 
「
 
&
 の
 4
%
 け
 ㌧
Ⅰ
 

0
.
 

の
卸
 @
n
p
P
p
 

せ
 P
O
 
毘
 ・
 
，
 %
 
安
 ヲ
 ・
お
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
）
 

著
 者
は
か
っ
 

て
は
「
韻
律
上
合
わ
な
い
。
」
「
韻
律
上
正
し
い
。
」
「
韻
律
上
 

誤
っ
て
 
い
 

る
 。
」
な
ど
の
言
葉
で
断
定
し
て
韻
律
を
古
典
梵
語
の
そ
れ
に
 改
め
る
 立
 

場
 を
と
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
盆
会
食
博
士
古
稀
記
念
論
文
 集
ヒ
 四
一
 

年
刊
、
 
や
び
 の
ゆ
日
 
ヨ
 福
井
博
士
 頚
 芳
記
念
論
文
集
 ヒ
 四
四
 年
刊
、
 
っ
 

捲
さ
 ）
こ
の
立
場
と
本
書
の
脚
注
の
 
、
 
・
毛
の
の
 
x
 ㌧
 o
n
 

（
・
・
・
…
 

，
 と
は
如
何
 

な
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
詳
し
く
論
じ
て
 い
た
だ
 ぎ
 

た
か
っ
た
。
以
下
筆
者
が
気
付
い
た
点
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
 

語
法
の
問
題
で
・
著
者
が
新
し
く
提
起
し
て
い
る
も
の
に
Ⅰ
 
0
0
 
宙
 ま
そ
 
0
 

c
a
 
の
 
の
 が
あ
る
。
語
幹
の
ま
又
で
、
Ⅰ
 お
臣
ぎ
 e
n
H
 
お
と
し
て
用
 い
ら
れ
て
 

い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 ，
 
p
"
 オ
り
号
革
 
Ⅰ
 a
 （
の
㏄
 
由
井
 
0
 
 
（
目
印
 

ト
む
）
・
 

ひ
ヰ
 
叫
い
の
（
Ⅰ
は
 

ト
 ・
 け
ひ
 
）
・
 ヰ
曲
 
@
 
す
ゆ
 
Ⅰ
 笛
勒
が
 
（
Ⅰ
 
N
P
.
 

い
い
）
・
㏄
 

屈
 ら
オ
 
笘
弓
 
ヨ
ウ
 （
 ト
 い
 の
 

Ⅱ
㏄
）
・
 

ゆ
年
簿
 
Ⅰ
い
の
（
Ⅰ
 

か
ひ
 
・
 A
.
 
め
 Ⅱ
 び
 ・
 ト
 ）
 ，
ヨ
が
ぎ
 
Ⅰ
 
0
 Ⅰ
の
（
 ト
 ㏄
 ゆ
コ
 ・
 ト
の
 
）
 ，
 の
の
 
ヨ
 の
が
 
べ
叫
 

（
 目
ゆ
べ
 
・
Ⅰ
）
・
オ
リ
 

ト
 
Ⅰ
 笘
 。
㏄
申
ち
 

才
ゆ
 
Q
 サ
す
苫
 （
 
け
中
 
0
.
 
ト
 0
 、
ひ
つ
 

P
.
 

ト
肚
 
）
 ム
 
ま
 が
・
・
 

い
 
Ⅰ
 
び
ヨ
 

。
 

サ
 ォ
口
ヨ
 
@
 （
 
ゅ
べ
 
・
 び
 0
 ）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
次
の
も
の
も
 加
，
 
ぇ
 ら
れ
る
 

で
あ
ろ
う
。
 
ぁ
 @
 宙
 P
 田
荘
日
下
（
 N
P
 

の
・
 

滞
 ）
 ，
紐
ち
零
 リ
ヨ
が
（
 び
毎
や
 
ー
 2
 ）
 

@
@
 か
 弓
ゆ
 
セ
シ
 
ガ
リ
・
 

ヴ
す
 
旬
ヨ
 @
 （
 
ゆ
か
 
・
 ト
 ㏄
）
 
ム
 @
 ゆ
 （
の
 
オ
オ
せ
芭
 

・
 
サ
巨
 （
 
文
 
（
 ト
の
 
何
 ・
 
め
 ）
 ，
 

臣
 @
 つ
り
 
（
Ⅲ
）
の
 

屈
 （
 い
 ㏄
 め
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が
弁
ロ
 

つ
い
 
㍉
 
か
 コ
ニ
コ
ン
 

0
 隼
が
 
オ
 が㏄
の
Ⅰ
 0
 ロ
リ
 
Q
 ら
 a 甘
が
の
 

吋
曲
モ
 の
 *
 へ
Ⅰ
が
Ⅱ
 

ぃ
ヨ
 
く
 
@
 
㏄
 -
 
コ
け
 
 
 

ヨ
 0
 ら
 牛
 傍
 
（
の
の
）
 

p
b
@
 ダ
罵
 口号
 
舐
 ・
 
君
ヨ
 Q
 守
ぎ
 八
の
繕
 V
 の
 
せ
曲
宮
 0
 。
）
 
一
 

い
 の
 
0
.
 
の
の
 ォ
偉
ョ
ゅ
 「
ゅ
ロ
才
が
 

ロ
ガ
 
の
 モ
 の
（
 村
隼
ョ
ゅ
 「
 
ぃ
 ロ
ガ
 
ゅ
 友
ニ
才
が
 コ
せ
と
 @
N
 Ⅱ
 ト
 ・
Ⅰ
㏄
 

年
ヤ
ロ
ヱ
 
八
ロ
 
ぜ
由
 
（
 
@
 
）
 @
 ド
 ド
 
A
.
 

い
い
の
 

由
ゴ
 
せ
り
田
の
（
㏄
 

下
ゴ
セ
笘
円
 

0
 ）
・
 
一
い
 
）
・
 
ゆ
 ）
 
0
 オ
 が
セ
 
@
 
Ⅰ
 屈
ゆ
せ
曲
 

（
。
 
く
 @
 
年
屈
 
の
せ
の
）
 

@
 ㏄
 
N
 べ
 ・
 
ゆ
づ
 が
Ⅰ
 
セ
 0 色
 億
づ
 
ひ
田
が
 セ
囲
 （
。
 
目
ぺ
か
コ
い
 

せ
 ゆ
 ）
 

最
後
に
筆
者
が
写
本
を
調
べ
た
結
果
を
報
告
し
て
お
こ
う
。
お
 
さ
 ・
 ト
 ㏄
 

や
づ
 。
 
、
 n
 。
 
め
 
・
 タ
 。
に
見
ら
れ
る
。
の
 0
 コ
 ・
㏄
と
 
ど
 に
見
ら
れ
 
る
 。
）
何
の
 

あ
 
及
び
ぃ
田
・
の
に
見
ら
れ
る
、
 
p
 巨
ゴ
ぢ
 の
（
が
な
る
語
は
ネ
パ
ー
 ル
 写
本
及
 

び
 西
蔵
 訳
 に
な
く
、
 

パ
捲
 打
キ
本
に
 

掌
 俺が
 ヨ
 ）
の
 
巨
 
な
る
 相
 当
 話
 を
見
 

出
す
の
み
で
あ
る
。
 
ト
 ベ
た
 日
肚
 
の
三
話
 は
タ
ナ
マ
パ
，
 
・
 円
 。
 に
 見
ら
れ
 

る
 。
 ミ
肚
尹
ぺ
の
 西
蔵
 訳
は
、
 
P
 べ
 
A
.
 め
に
あ
る
 
づ
 F 「
が
の
片
 

や
 
（
が
 
ヴ
 
L
 し
づ
 ㍉
 
曲
 

ォ
が
ョ
 Ⅰ
㏄
 
巨
サ
す
 
@
 
下
の
間
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
 

ト
ベ
 
㏄
 コ
 
Ⅰ
り
こ
の
 
西
蔵
 訳
は
 

比
較
的
新
し
い
と
考
え
ら
れ
る
写
本
 
ノ
メ
 
に
合
致
す
る
。
 
ぃ
 
申
の
コ
 ・
Ⅰ
Ⅱ
 

本
 の
の
す
の
目
木
及
び
 
9
 

に
見
ら
れ
る
。
（
「
梵
文
法
華
経
写
本
葉
 
成
 b
 第
三
 

巻
 P
O
 
の
 頁
 参
照
。
）
 
い
 の
 か
コ
 
・
 
か
 変
約
 m
p
 「
本
及
び
 
?
 
 
に
一
致
す
 る
 。
 ド
り
め
  

 

コ
い
ト
づ
 2
 、
 
@
.
@
.
 

モ
ロ
に
見
ら
れ
る
。
 
い
切
い
 
戸
の
い
づ
 め
 ・
 
@
.
 
は
 吋
 
に
あ
り
、
 

 
 

い
駆
 
下
ヲ
い
の
 ト
 ・
 づ
の
 
・
 
め
 
・
の
。
・
 
0
@
0
 
、
の
 ㌍
に
七
の
る
。
し
の
 臣
コ
い
叩
 
ポ
メ
 臣
は
 
1
 

 
  

 

戸
臼
 
ピ
コ
 年
 「
 ド
本
コ
 0
 の
・
 鮭
 お
も
 2
N
o
 

に
あ
る
。
 



木
 喜
の
出
版
に
依
っ
て
、
我
国
の
仏
教
梵
語
原
典
研
究
が
世
界
 的
な
水
 

準
 に
ま
で
高
め
ら
れ
た
と
言
い
得
え
 よ
う
 。
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0
 日
本
宗
教
学
会
五
十
周
年
記
念
本
業
蚕
具
 合
 

日
時
三
月
二
四
日
（
月
）
午
後
五
時
 

場
所
学
士
会
館
分
館
三
号
室
 

出
席
者
安
斎
 伸
 、
安
洋
泰
彦
、
石
田
慶
和
、
大
畠
 清
 、
小
口
 佳
 一
、
 

桜
井
秀
雄
、
田
丸
 徳
善
 、
藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 

也
 

議
題
 

㈹
学
会
五
十
年
史
に
つ
い
て
 

単
な
る
事
務
的
記
録
の
他
に
、
学
会
の
流
れ
が
分
る
よ
う
な
 記
 

述
の
部
分
を
設
け
た
ら
ど
う
か
と
の
案
が
出
さ
れ
た
。
 

㈲
予
算
に
つ
い
て
 

経
常
費
の
う
ち
、
五
十
万
円
を
記
念
 誌
 印
刷
費
に
充
当
し
 、
記
 

念
 誌
は
会
員
全
員
に
無
料
で
配
布
す
る
こ
と
を
委
員
会
集
と
し
 て
 

決
定
し
た
。
 

0
 常
務
理
百
会
 

日
時
五
月
一
 0
 日
 （
土
）
午
後
一
時
 

場
所
学
士
会
館
分
館
 セ
号
室
 

出
席
者
安
洋
泰
彦
、
大
息
精
、
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
秀
雄
、
 
竹
中
信
 

ぽ
 、
田
九
徳
 善
 、
藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

川
 
昭
和
五
五
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
に
つ
い
て
 

報
 

ム
下
 

 
 

委
員
長
と
し
て
柳
川
啓
一
氏
を
選
出
し
た
。
 

ま
た
本
年
度
の
選
挙
日
程
を
左
記
の
通
り
決
定
し
た
。
 

昭
和
五
五
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
日
程
 

五
月
一
四
日
（
水
）
投
票
資
格
（
会
費
納
入
状
況
）
に
つ
い
 
て
 

0
 通
知
発
送
 

六
月
一
四
日
（
土
）
第
一
次
投
票
有
権
者
資
格
締
切
 

エ
 八
月
一
工
八
日
（
月
）
選
挙
公
示
発
送
 

六
月
二
 0
 日
 
（
金
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
一
次
投
票
有
権
 
者
 

資
格
認
定
）
 

六
月
二
五
日
（
水
）
第
一
次
投
票
用
紙
発
送
 

セ
 月
一
九
日
（
土
）
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
締
切
 

セ
 月
一
九
日
（
土
）
第
一
次
投
票
締
切
 

セ
月
 二
六
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
一
次
投
票
開
票
 
 
 

第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
）
 

八
月
二
五
日
（
月
）
第
二
次
投
票
用
紙
発
送
 

九
月
二
 0
 日
 
（
土
）
第
二
次
投
票
締
切
 

一
 0
 月
 四
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
二
次
投
票
開
票
 
 
 

㈲
五
十
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て
 

経
過
報
告
及
び
募
金
方
法
に
つ
い
て
の
討
議
が
な
さ
れ
た
。
 

0
 現
車
 会
 

日
時
五
月
一
 0
 日
 
（
土
）
二
時
半
 @
 四
時
 

 
 

 
 

 
 
 
 

あ
所
学
士
会
館
分
館
七
号
 
室
 

出
席
者
 
井
 間
宮
二
夫
、
大
畠
 清
 、
小
川
圭
 治
 、
窪
 徳
忠
 、
 小
池
 長
 

3
 

之
 、
後
藤
光
一
郎
、
小
山
 
宙
丸
 、
桜
井
秀
雄
、
桜
井
徹
大
 

1
1
 



簸
、
高
峰
直
道
、
牡
牛
唐
帯
。
 田
 九
徳
 善
 。
長
尾
雅
人
、
野
 

村
暢
清
 、
橋
本
芳
契
、
藤
田
富
雄
、
松
本
渡
、
宮
家
 準
 、
柳
 

川
 啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

㈹
日
本
宗
教
学
会
第
三
九
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

期
日
は
十
月
二
 0
@
 
二
一
日
、
場
所
は
東
京
虎
ノ
門
の
国
立
教
 

百
会
館
に
て
行
な
わ
れ
る
予
定
の
こ
と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
 東
 一
尺
 

大
学
の
柳
川
常
務
理
事
よ
り
報
告
が
あ
り
了
承
さ
れ
た
。
 

な
お
、
日
程
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

一
 
0
 月
三
 0
 日
 （
月
）
日
本
宗
教
学
会
五
十
周
年
記
念
講
演
 

会
及
び
記
念
祝
賀
会
 

三
 一
日
（
火
）
研
究
発
表
、
理
事
会
 

二
 二
日
（
水
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
、
総
会
 

ま
た
、
本
年
は
、
「
日
本
の
宗
教
学
１
回
顧
と
展
望
 ｜
 」
と
い
 

っ
た
 テ
ー
マ
の
都
会
を
開
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
が
な
 
さ
 

ね
 、
希
望
者
が
一
定
数
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
 ょ
う
 な
部
会
を
設
 げ
 

て
も
よ
い
と
了
承
さ
れ
た
。
 

㈲
五
十
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て
 

大
畠
委
員
長
よ
り
経
過
報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

㈹
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
一
六
名
が
新
た
に
本
学
会
員
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
 

㈲
学
会
賞
選
考
委
員
 

次
の
セ
氏
を
本
年
度
の
選
考
委
員
に
選
出
し
た
。
 

井
 市
富
二
夫
、
石
田
慶
和
、
小
池
 長
之
 、
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
 

 
 

徳
太
郎
、
竹
中
信
 常
 、
橋
本
芳
契
 

 
 

 
 

0
 新
入
会
 且
 （
五
月
一
 0
 口
 承
認
）
 

粟
谷
 

長
道
〒
 盤 
保
谷
市
住
吉
町
一
 
｜
 ニ
 ー
 一
二
・
中
野
   

沢
 大
学
大
学
院
 

石
神
武
信
〒
 狙
 

鎌
倉
市
小
袋
 谷
ニ
ー
 一
四
 ｜
一
 0
 

岡
本
貞
雄
〒
 琳
 

中
野
区
大
和
町
 三
｜
 四
三
 ｜
三
 
小
竹
 六
大
 

正
大
学
大
学
院
 

菅
野
博
史
〒
㎝
足
立
区
伊
興
町
人
境
一
六
五
九
 
｜
 一
二
 
ゎ
が
 

な
荘
 
東
京
大
学
大
学
院
 

高
島
津
〒
 磯 
府
中
市
西
府
町
 一
｜
 二
七
１
玉
東
京
 大
学
大
 

学
院
 

田
島
忠
 篤
 

〒
 川
 

柏
市
中
新
宿
三
 ｜
 一
山
 
ハ
 
:
 二
四
上
智
 大
学
大
 

学
院
 

対
馬
路
人
〒
 拐
 

目
黒
区
中
町
 ニ
ー
 四
四
 ｜
 五
日
本
学
 術
 振
興
 

会
 奨
励
研
究
員
 

道
智
万
 希
子
〒
 麟 
杉
並
区
高
円
寺
南
 ニ
 ー
 ニ
 セ
 ー
 一
 二
 

関
口
 荘
 

筑
波
大
学
大
学
院
 

中
里
和
子
〒
℡
板
橋
区
仲
宿
 五
 セ
 ー
 一
二
進
藤
花
 
大
正
大
 

学
 大
学
院
 

浜
田
哲
也
〒
℡
文
京
区
向
丘
 一
｜
 一
玉
 ｜
 正
米
津
市
 
東
京
 

大
学
大
学
院
 

丸
山
 

敏
 秋
千
 盟 @
 ㎝
千
葉
県
浦
安
 打
 当
代
 島
 四
九
四
 ｜
 一
｜
五
 

0
 二
 
筑
波
大
学
大
学
院
 

安
江
和
室
〒
 弼
 

伊
勢
市
滞
ロ
 一
｜
 一
一
１
元
皇
学
館
 
大
学
講
 

Kenta
長方形



師
 

山
下
幸
一
一
丁
㎜
京
都
市
左
京
区
北
白
川
西
町
八
五
 ｜二
 一
大
谷
 

大
学
特
別
研
究
員
 

づ
 刀
下
文
 
の
 0
 Ⅱ
客
臣
の
か
〒
㎜
松
山
市
 祝
谷
 二
丁
目
 一
 0 四
 
一
変
 

媛
 大
学
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
 

石
井
研
 士
 
〒
Ⅲ
板
橋
区
三
園
 一
｜
 四
五
 ｜
一
 
東
京
大
 学
 大
学
 

院
 

戸
田
宏
文
〒
㎜
徳
島
市
中
学
三
島
町
二
１
元
 
｜
 三
穂
 昌
大
学
 

教
授
 

0
 宗
教
研
究
編
集
委
貝
金
 

日
時
五
月
二
四
日
（
土
）
六
時
 

場
所
本
郷
三
丁
目
い
ろ
は
 
鮨
 

出
席
者
赤
池
憲
昭
 
洗
建
 
金
井
新
三
芹
川
博
通
薗
田
 
稔
土
 

屋
侍
 
中
村
恭
子
保
坂
 幸
博
 

議
題
「
特
集
」
に
つ
い
て
 他
 

執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）
 

鶴
岡
 
賀
雄
 
東
京
大
学
大
学
院
 

中
村
生
 雄
 

春
秋
社
勤
務
 

川
村
水
子
京
都
大
学
非
常
勤
講
師
 

紀
 

弘
前
学
院
大
学
教
授
 

米
沢
 

荒
木
美
智
雄
東
京
理
科
大
学
助
教
授
 

芹
川
博
通
淑
徳
短
期
大
学
助
教
授
 

戸
田
宏
文
徳
島
大
学
教
授
 

1.15@ (us) 
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O n  S. Kierkegaard's "CHRISTIAN DISCOURSES" 

Toshi YONEZAWA 

When I read S. Kierkegaard's four main psydonimous works, such 

as  "Sickness unto Death", "The Concept of Dread", "Philosophical 
Fragments" and "Concludying Unscientific Postscript", I found two 
contradictory views on sin in these books. In the former two books 
there is a strong emphasis on our personal ethical responsibility to 

our sin as  it is done by our free will, but in the latter two there is 
no emphasis on responsibility, for sin is originated in our fatal sinful 
nature from our birth. 

In order to find a solution to make these opposing currents into 
one, I tried to study his "18 Edifying Discourses", "Edifying Discourses 
in Various Spirits" and especially "Christian Discourses". 

Finally in "Christian Disourses" I found his confession of sin and 
faith in Christ, a s  Redeemer and Saviour of sin. After his third 
conversion he reached to Religious B, true Christianity, and he wrote 
"Christian Discourses". The 18 Edifying Discourses are written as  
answers to the questions presented by psydonimous works but their 
stand point is Religions A, not yet fully Christian. 

The differences between his views on sin or Christology or human 
nature came from the different stages of his religious existence. The 

final and ultimate stand point of his religious existence is Religious B, 
as  it is clearly revealed in "Christian Discourses". Therefore I dare 
say I could find a solution to my question in studying his "Christian 

Discourses". 



Das Problem des existenziellen 
Dialektik bei Kierkegaard 

Eiko KAWAMURA 

Die Dialektik ist seit der Zeit von Zenon, Herakleitos und Sokrates 
die Methode des Denkens bei der Untersuchung der Wahrheit, des 
wahren Seins und d.es wahren Ichs. In diesem Aufsatz handelt es sich 
um die existenzielle Dialektik bei Kierkegaard mit Rucksicht auf die 
Dialektik der Erkenntnis und des Seins bei Hegel und auf die transz- 
endentale Dialektik bei Kant. Und dadurch mochten wir den Weg finden, 
der uns zeigt, in welcher Richtung wir die Wahrheit suchen sollen, 
wie sich das wahre Sein in der philosophischen Geschichte darstellt 
und was das wahre Ich eigentlich ist. Die existenzielle Dialektik bei 
Kierkegaard scheint uns die Probleme von Wahrheit, Ich und Existenz, 
aber nicht von Sein, klar zu machen. Wir mochten bei der Erorterung 
dieses Problems einerseits die Dialektik als die Logik der Entwicklung 
der Erkenntnis und des Seins bei Hegel insofern iiberblicken, als sie 
die existenzielle Dialektik bei Kirrkegaad klaren kann. Da dieser dem 
spekulativen philosophischen System Hegels gegenuber seine eigene exis- 
tenzielle Dialektik entworfen hat, scheint es, daB wir nur mittels eines 
~be rb l i cks  iiber die Dialektik Hegels die Stgrke und die Mangel der 
Dialektik Kierkegaards hinreichend verstehen konnen. Andererseits 
mochten wir die transzendentale Dialektik bei Kant erortern, da wir 
Kierkerkegaard in bezug auf den Prima der p.raktischen Vernunft und 
die Autonomie des willens durch die praktischen Vernunft fur unter 
starkem UnterfluB Kants stehend halten. 

Wir konnen weder die existenzielle Dialektik bei Kierkegaard noch 
die Dialektik Hegels als notwendig fur das Verstandnis des wahren 
Ichs und der eigentlichen Wahrheit ansehen, obgleich jene mehr als 
diese gemal3 ist. Wir sollten solche Probleme eigentlich im Bereich 
oder im Ort erortern, wo essentia noch nicht in zwei gespalten ist. 



Dreams in the Nihort-Ryoi-ki 
Ikuo NAKAMURA 

Dreams appearing in the Nihon-ry6i-ki are in a transitional stage and 
have their places between those in mythology of the Koji-ki and the 
Nihon-sho-ki and those in the aristocratic literature of the classical 
age, i.e. the Genji monogatari, the Kagero nikki, the Sarashina nikki 
etc. They have not still dropped mythological or magico-religious 
elements while they are not under the. great influence of the Buddhism. 
Therefore, dreams in the Nihon-ry6i-ki bears many functions of various 
stages. 

In this short article, classifying those functions into three types, 
i.e. dreams of an entreaty of remedy from the land of the dead, 
those of a future misfortune of close relations and those of the good 
results given by Buddhas or Bodbisattvas, I tried to investigate them 
to clarify the logical construction of the Nihon-ry5i-ki as a narrative. 

It may well be assumed that some facts I have clarified here have 
an important meaning in the religious thought of the period of the 8 
th and 9 th centuries A. D., one of the turning points in the ancient 
history of mind. 



La Mystique e t  la Poetique chez 
Saint Jean de la Croix 

Yoshio TSURUOKA 

Saint Jean de Croix (1542-1591) est un des plus grands mystiques 
chretiens en mCmes temps qu'un celebre poete espagnol. Mais on dirait 
qu'en apparence il y a une contradiction chez 1' czuvre de ce saint : car 
dans ses oeuvres doctorinales rCdig6es comme commentaires de ses 
propres poSmes, il r6pete mainte fois 1' ineffabilit6 essentielle de 1' ex- 
pCrience de l'union avec Dieu et aussi la nhcessite de d6pouiller toute 
la tendance naturelle aux plaisirs de ce monde cr6C pour atteindre 
cette union ; cependant, ses po2mes lyriques, dont le theme est l'amour 
pastoral et nuptial, sont tous pleins de riches images terrestres. 

Nbanmoins, B mon avis, dans les czuvres poetiques le saint ne raconte 
pas directement son experience mCme de l'union mystique (sinon, ce 
serait une contradicion). Ce qu'il y exprime, c'est "l'amour de Dieu 
(el amor de Dios)", dans lequel l'$me et Dieu s'aiment r6ciproquement, 
e t  par lepuel I'Ame est emmenee vers Dieu B travers toute la distance 
qui existe entre les creatures et Dieu incr6C. Cet "amour de Dieu" 
est A la fois I'amour de Dieu pour I'time e t  celui de l'$me pour Dieu, 
e t  d'aprss ce saint, il y a une sorte de similarit6 qualitative ou "1'Cga- 
lit6 d'amour (la igualdad de amor)" entre ces deux amours. Donc on 
peut voir ici une relation analogique entre l'amour divin e t  l'amour 
humain, et c'est sa notion de cette "6galit6 d'amour" ou l'analogie 
d'amour qui a permis au p d t e  d'Ccrire des poemes d'amour terrestre 
malgr6 sa doctrine sCv8re de 11asc6tico-mystique. Ces deux sortes d'ex- 
pkrience, la mystique et la poktique, sont ainsi li6es par cette &galif& 
ou analogie d'amour offrant un fondement commun. 




