
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
と
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
重
き
位
置
 ん
こ
占
め
て
い
 
ス
リ
こ
 
L
 
こ
は
い
 

よ
女
 

ヰ
 ご
八
レ
 
舌
口
 
ぅ
 山
よ
で
も
七
は
い
こ
 

L
 Ⅰ
 で
あ
る
。
ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
は
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
を
「
詩
人
の
中
の
詩
人
」
と
 称
 し
、
 更
に
は
「
将
来
を
指
し
示
す
詩
人
」
と
も
言
 う
 。
 そ
う
し
た
呼
び
方
に
ハ
イ
 

デ
ガ
 ー
の
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
へ
の
想
い
が
籠
め
ら
れ
て
は
い
 る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
そ
の
内
実
は
な
か
な
か
伝
わ
り
 に
く
い
 0
 
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 

ン
は
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
内
に
て
ど
れ
ほ
ど
血
肉
と
化
し
て
い
 る
の
か
を
探
求
し
て
は
じ
め
て
、
こ
う
し
た
 評
句
 の
 曲
 来
 が
た
ど
ら
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
 

詩
人
は
聖
な
る
も
の
を
命
名
し
、
思
索
者
は
有
を
言
 う
 。
 こ
の
 ょ
う
 に
対
に
し
て
言
わ
れ
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 詩
 作
 的
に
思
索
し
、
思
索
 

的
に
詩
作
す
る
事
柄
こ
そ
が
注
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
同
一
な
る
も
の
と
 考
 え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
 

Ⅰ
 ハ
 
ー
 -
 

ハ
イ
デ
ガ
一
 は
 、
「
人
間
の
木
質
は
 、
 生
き
生
き
と
し
た
 関
係
と
命
運
へ
と
、
即
ち
 生
 へ
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
」
 
と
い
う
風
に
把
捉
し
て
い
 

る
 。
こ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
 ま
 た
 両
者
を
用
い
る
当
の
も
の
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ン
と
 自
分
と
が
共
通
で
あ
 

る
と
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
考
え
て
い
る
。
夜
の
時
代
に
、
こ
と
 ば
を
守
り
抜
く
こ
と
こ
そ
が
両
者
の
使
命
で
あ
る
。
 

こ
の
「
ヘ
ル
ダ
 l
 リ
 ソ
 の
 地
 と
天
」
と
い
う
講
演
に
お
 い
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
あ
る
種
の
暴
力
で
も
っ
て
 文
 献
 学
的
知
見
か
ら
解
放
 

し
 、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
自
己
の
思
惟
 へ
 引
き
寄
せ
て
い
る
 観
 も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
「
自
己
自
身
を
偽
装
す
る
 四
 和
合
の
の
 ま
 の
ま
の
性
起
 1  (121) 

生
 き
生
 ぎ
と
し
た
関
係
と
命
運
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
 と
へ
 
ル
タ
ー
リ
ン
 

一
 
見
 

佐
々
木
 



ギ
リ
シ
ャ
の
芸
術
を
専
心
研
究
し
な
が
ら
自
ら
の
芸
術
 に
ゆ
る
ぎ
な
い
法
則
を
確
立
せ
ん
と
し
て
い
た
 へ
 ル
ダ
ー
 リ
ン
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
 

 
 

自
分
の
心
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
ほ
ど
に
純
一
で
 ぴ
っ
た
り
し
た
も
の
だ
 

か
ら
、
そ
れ
ら
の
法
則
に
従
 う
 の
は
自
分
に
と
っ
て
 そ
 れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
と
言
明
す
る
ま
で
に
熟
し
 て
い
た
 0
 彼
の
詩
 芸
は
 

ひ
た
す
ら
晴
れ
や
か
な
神
へ
の
勤
行
で
あ
っ
た
。
し
か
し
 そ
の
晴
れ
や
か
さ
、
最
高
の
喜
び
を
直
接
歌
 う
わ
 げ
に
 は
い
か
ず
、
悲
し
み
を
 

通
し
て
、
そ
の
喜
び
を
言
う
し
か
な
い
、
と
い
う
洞
察
 が
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
晴
れ
や
か
な
神
へ
の
勤
行
と
し
て
の
 話
芸
 の
 ぴ
っ
た
り
と
し
 

た
 作
法
と
な
っ
て
結
実
し
て
き
た
と
も
 ミ
 
ロ
え
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
彼
が
、
自
分
の
詩
 去
 に
は
、
た
だ
神
々
と
人
々
 と
を
 互
い
に
よ
り
接
近
さ
せ
 

る
こ
と
の
み
が
許
さ
れ
て
い
る
と
言
 う
時
 、
こ
の
こ
と
は
 察
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
つ
つ
ま
し
ぎ
作
法
以
外
は
 、
 神
 的
な
る
も
の
に
対
し
 

て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
 

）
 

一
 

ヘ
レ
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
を
巡
っ
て
 

（
 

ヘ
 
リ
乙
 

）
 

口
お
 好
日
の
と
し
て
の
 
葉
 ・
立
の
の
・
の
（
 

苫
 ～
か
ら
、
無
限
 の
 関
係
の
中
心
を
思
惟
し
つ
つ
経
験
す
る
こ
と
へ
と
 転
 謁
 す
る
こ
と
」
を
試
み
 

る
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
転
調
こ
そ
が
、
 

ハ
 イ
デ
ガ
 ー
の
思
惟
の
道
の
岐
路
で
あ
る
。
こ
こ
で
経
験
 さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
 
こ
 

の
 小
論
の
主
題
と
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
 経
験
は
 、
 無
の
内
で
有
を
経
験
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
 り
 、
別
言
す
れ
ば
、
 
大
 

い
な
る
原
初
の
非
解
明
性
に
直
面
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
 る
 。
言
 い
え
 ぬ
も
の
を
言
わ
ん
と
す
る
。
 

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
形
而
上
学
の
耐
忍
 づ
轄
韻
ぎ
目
 烏
の
事
態
を
 考
察
し
た
い
 
0
 ヘ
ル
 

。
タ
ー
リ
ン
の
話
芸
が
ひ
た
す
ら
神
へ
の
勤
行
で
あ
っ
た
 

如
き
在
り
様
が
 、
 果
し
て
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
右
の
思
惟
に
お
 い
て
も
窺
え
る
か
ど
う
 

か
を
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
考
察
し
て
み
た
い
。
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古
代
人
に
と
っ
て
は
、
最
高
に
霊
的
な
も
の
は
、
同
時
 に
 最
高
に
性
格
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 か
く
し
て
神
的
な
も
 

の
を
彼
ら
は
人
間
的
な
仕
方
で
叙
述
す
る
の
だ
が
、
し
か
 し
ま
っ
た
く
人
間
的
尺
度
そ
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
を
 回
 遇
 し
た
の
は
当
然
の
こ
 

と
で
あ
っ
た
。
さ
も
な
い
と
、
こ
う
し
た
神
へ
の
勤
行
は
 、
 人
々
を
神
々
に
し
、
神
々
を
人
々
に
し
て
し
ま
い
、
 不
純
な
偶
像
崇
拝
を
犯
 

す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
代
人
の
 た
し
な
み
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
わ
が
も
の
と
し
つ
つ
、
 彼
な
り
の
謙
虚
な
る
 作
 

法
 に
て
 、
 神
々
と
人
々
と
の
互
い
の
接
近
、
出
会
い
を
 歌
 う
 。
そ
し
て
同
じ
事
を
悲
劇
は
対
立
を
と
お
し
て
示
す
 0
 同
じ
こ
の
シ
ュ
ッ
ツ
 

へ
の
書
簡
断
片
に
よ
っ
て
、
悲
劇
の
進
行
を
示
す
と
次
の
 よ
う
に
な
る
。
 

㈹
神
と
人
と
は
一
つ
で
あ
る
よ
 う
 に
見
え
る
。
 

㈲
そ
こ
に
人
間
の
す
べ
て
の
謙
虚
さ
と
傲
慢
さ
と
を
ひ
 き
お
こ
す
運
命
が
現
わ
れ
る
。
 

㈹
最
後
に
、
一
方
で
は
天
上
的
な
る
も
の
の
尊
崇
 と
人
 間
 の
分
け
前
と
し
て
の
 純
 な
る
心
と
を
後
に
残
す
。
 

こ
の
箇
所
を
、
シ
ャ
ー
 デ
 ヴ
ァ
ル
 ト
 は
次
の
よ
う
に
解
釈
 す
る
。
（
 

4
-
 こ
れ
は
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
友
人
た
ち
、
即
ち
へ
 ｜
 ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
 

グ
 と
と
も
に
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
に
す
で
に
わ
が
 も
の
と
し
て
い
た
彼
の
自
然
 ｜
 神
学
の
根
本
要
素
に
基
づ
 い
 て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
 

 
 

っ
た
 。
自
然
で
も
あ
る
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
神
は
 、
そ
 

さ
れ
る
へ
 う
 ク
レ
イ
ト
ス
理
解
が
彼
ら
の
間
で
の
神
 、
 

の
 深
き
触
れ
え
ぬ
根
底
に
お
い
て
は
一
に
し
て
全
な
の
 自

然
思
想
の
根
幹
で
あ
 

だ
が
、
そ
れ
は
時
の
内
 

で
は
分
離
し
、
分
裂
し
て
、
食
い
違
い
の
相
で
出
現
す
る
 故
に
ど
う
し
て
自
己
自
身
と
一
致
す
る
の
か
が
理
解
し
 が
た
い
も
の
と
な
る
。
 

そ
れ
を
「
逆
に
向
き
合
っ
た
調
和
」
と
し
て
観
取
す
る
，
 」
と
が
目
指
さ
れ
る
。
「
自
然
を
（
ま
た
包
括
的
な
神
を
 
も
 ）
世
界
生
成
以
来
 特
 

色
づ
 げ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
意
味
で
、
統
一
の
う
ち
 で
の
二
分
化
、
統
一
的
な
分
裂
 
n
o
 
黒
 0
 ～
 
臼
 u
 
&
p
 

の
 
n
o
 
お
 
で
あ
る
。
だ
か
ら
す
べ
 

て
の
神
の
現
出
は
、
自
然
現
出
と
同
様
に
、
両
極
の
自
己
 分
離
と
自
己
合
一
と
し
て
、
両
極
間
の
交
互
作
用
、
交
 換
 と
し
て
、
つ
い
に
は
 

そ
れ
ら
の
相
互
 取
替
 、
そ
し
て
完
全
な
相
互
合
併
に
ま
で
 至
り
、
と
う
と
う
反
対
の
一
致
 
n
o
 
レ
コ
 
の
ぎ
の
 
コ
侍
厨
 0
 で
 づ
 0 約
 （
 
0
 Ⅱ
Ⅰ
ヰ
甲
と
し
て
、
 3@ (123) 



弁
証
法
的
過
程
の
う
ち
で
成
就
す
る
。
こ
の
反
対
の
一
致
 の
も
と
で
は
、
単
純
な
、
そ
の
う
え
二
重
の
、
対
立
さ
 せ
ら
れ
た
も
の
の
対
立
 
4
 

（
 
5
 ）
 

 
 
 
 
 
 

か
ら
再
び
合
一
と
親
密
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
」
 

 
 

シ
ャ
ー
 デ
 ヴ
ァ
ル
 ト
 は
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
舌
口
薬
が
弁
証
法
 

的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
確
か
に
ホ
ム
ブ
ル
ク
 時
 代
の
哲
学
的
断
片
な
 

ど
は
全
く
弁
証
法
的
と
言
い
う
る
け
れ
ど
、
こ
こ
で
 =
=
 

ロ
 
わ
れ
て
い
る
弁
証
法
的
過
程
の
動
性
が
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 に
 と
っ
て
ど
の
よ
う
で
あ
 

る
か
を
熟
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
弁
証
法
的
過
 程
 と
言
わ
れ
る
こ
と
の
只
中
で
の
経
験
こ
そ
が
注
目
さ
 れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 そ
 

こ
に
、
あ
る
意
味
で
弁
証
法
を
克
服
し
 ぅ
る
 思
惟
が
生
育
 す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

「
悲
劇
的
な
る
も
の
の
描
出
は
主
と
し
て
次
の
こ
と
に
 基
 づ
く
。
つ
ま
り
、
神
と
人
と
が
結
合
す
る
。
即
ち
 無
際
 限
 に
自
然
の
威
力
と
 

人
間
の
最
内
奥
と
が
怒
り
に
お
い
て
一
体
と
な
る
と
い
う
 途
方
も
な
 い
 こ
と
が
、
そ
の
 無
 際
限
な
一
体
化
が
無
際
 限
な
分
離
に
よ
っ
て
 浄
 

 
 

ヱ
ム
 ペ
 ド
ク
レ
ス
的
な
非
組
織
的
な
も
の
隼
が
の
 
下
 。
お
 ぢ
の
ゴ
 
の
へ
の
突
出
に
よ
 

り
 神
と
人
と
の
合
一
が
な
る
。
他
方
、
時
で
あ
る
神
は
 、
 人
の
 、
 神
と
の
区
別
を
忘
れ
、
そ
れ
を
無
視
し
、
あ
た
 か
も
神
で
あ
る
か
の
 如
 

き
 振
舞
い
を
挫
く
。
（
人
間
の
傲
慢
を
挫
く
こ
と
は
 ギ
リ
 シ
ャ
で
は
、
同
時
に
神
々
の
嫉
妬
で
も
あ
る
）
両
者
の
 結
合
が
 哉
然
 と
分
離
さ
 

れ
る
こ
と
（
英
雄
の
死
）
に
よ
り
、
か
え
っ
て
両
者
の
 か
か
わ
り
が
浄
化
さ
れ
、
神
々
と
人
々
と
は
和
解
す
る
の
 で
あ
る
。
べ
と
つ
い
た
 

か
か
わ
り
が
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
神
々
は
そ
の
本
分
 の
場
へ
、
人
々
も
自
己
固
有
の
所
へ
と
戻
る
こ
と
に
な
 る
 。
純
粋
に
区
別
さ
れ
 

る
 。
こ
の
こ
と
が
定
言
的
、
祖
国
的
 翻
転
木
 P
 （
 
ゐ
 0
 （
 
い
 
の
の
 
す
の
，
 
せ
 き
窯
厨
ヲ
臼
お
 
目
の
巴
日
オ
の
す
Ⅱ
と
言
わ
れ
る
 

@
 
」
と
 0
 勝
義
の
内
実
で
あ
る
。
 

こ
こ
か
ら
死
ぬ
こ
と
の
で
き
な
い
詩
人
（
キ
ロ
ー
ン
）
の
 盲
目
の
歩
み
（
さ
す
ら
い
）
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
明
る
 す
ぎ
る
赤
熱
の
火
か
ら
 

し
り
ぞ
き
、
冷
涼
な
る
も
の
に
守
ら
れ
っ
 っ
 、
そ
の
明
る
 み
 へ
と
導
か
れ
行
く
歩
み
と
言
え
る
。
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

こ
の
 ょ
う
 な
悲
劇
の
進
行
は
弁
証
法
の
方
式
を
想
起
せ
し
 め
る
。
し
か
し
こ
の
弁
証
法
的
過
程
は
悲
劇
的
人
間
 
の
 実
存
の
歩
み
で
あ
 

る
 。
分
離
し
た
後
、
一
体
性
の
回
復
に
至
る
ま
で
の
時
期
 、
い
わ
ば
夜
の
時
期
の
こ
の
悲
劇
的
人
間
、
乃
至
詩
人
 の
 在
り
様
こ
そ
重
要
で
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げ
に
は
い
か
な
く
て
、
こ
の
英
雄
の
死
、
つ
ま
り
徴
し
 そ
の
も
の
と
し
て
の
彼
が
、
意
義
な
き
も
の
、
 

働
 ぎ
な
 き
 も
の
と
な
る
と
い
う
 媒
 

 
 
 
 

介
 を
へ
て
、
つ
ま
り
弱
さ
の
う
ち
で
現
出
す
る
。
ヘ
ル
 ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
悲
劇
と
は
、
自
然
が
適
切
な
仕
方
で
 現
出
す
る
 よ
う
 に
と
、
㊦
 

 
 

人
間
が
自
然
に
提
供
す
る
さ
さ
げ
物
と
い
う
意
味
を
持
 っ
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
自
然
と
芸
術
と
 の
 暴
力
的
な
対
立
の
息
 

-
 
托
 @
 

ま
さ
に
根
源
的
な
も
の
が
立
ち
現
わ
れ
る
。
」
自
然
は
そ
 

の
ま
ま
で
、
そ
の
強
 き
 贈
与
の
う
ち
で
現
出
（
根
源
的
な
 も
の
の
生
起
）
す
る
わ
 

あ
る
 0
 あ
る
意
味
で
い
つ
ま
で
も
 い
 や
さ
れ
る
こ
と
な
 き
 乖
離
と
し
て
の
深
淵
体
験
こ
そ
が
、
悲
劇
と
い
う
形
式
 で
の
創
作
の
原
動
力
で
 

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
悲
劇
の
現
出
で
も
っ
て
 始
 ま
る
 割
 こ
そ
こ
の
際
の
テ
ー
マ
と
言
い
う
る
。
 

有
無
を
言
わ
せ
ぬ
 時
 
（
 
神
 ）
の
転
回
は
運
命
と
し
て
、
 

，
 」
の
親
密
な
か
か
わ
り
の
う
ち
に
参
入
し
て
い
る
悲
劇
的
 人
間
を
襲
 う
 。
そ
の
 

瞬
間
に
両
者
の
不
実
が
お
こ
る
。
「
人
間
は
わ
れ
を
忘
れ
 
、
 神
を
も
忘
れ
、
そ
し
て
聖
な
る
仕
方
で
、
あ
た
か
も
 反
逆
者
の
如
く
、
自
分
 

@
0
0
 

）
 

（
 
D
 
Ⅰ
 
-
 

の
方
向
を
全
的
に
翻
 転
 す
る
。
」
こ
の
こ
と
は
神
が
不
実
 
と
な
り
、
「
定
言
的
に
翻
 
転
 」
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
 に
 決
定
的
な
離
別
が
生
 

起
す
る
。
こ
の
事
態
は
必
然
的
で
、
免
れ
る
こ
と
が
で
 ぎ
ず
、
た
だ
従
 う
 こ
と
し
か
で
き
な
い
 
0
 し
か
し
、
こ
の
 
純
粋
な
分
離
に
 よ
 る
 浄
 

化
は
、
い
わ
ば
消
え
つ
っ
成
る
こ
と
で
あ
る
。
 

神
々
と
出
会
い
、
神
々
に
嫉
妬
さ
れ
る
ま
で
に
愛
さ
れ
 た
 悲
劇
的
英
雄
は
、
そ
の
場
か
ら
追
放
さ
れ
、
神
々
を
 見
 失
い
、
ひ
と
り
ぼ
っ
 

ち
と
な
る
。
（
 死
 、
盲
目
の
状
態
）
し
か
し
、
そ
の
こ
と
 は
か
え
っ
て
 
、
 和
め
 、
 弱
め
ら
れ
た
光
の
も
と
で
、
 

叙
 述
の
透
徹
を
は
か
る
こ
 

と
が
許
さ
れ
、
強
い
ら
れ
た
と
も
言
い
 う
る
 。
い
わ
ゆ
 る
 
「
夜
の
歌
」
と
題
さ
れ
た
詩
篇
で
は
、
神
々
を
見
失
い
 
、
盲
目
を
悩
み
つ
り
、
 

し
か
も
天
上
的
な
る
も
の
の
 頚
 歌
を
歌
い
継
が
ん
と
す
る
 0
 こ
の
二
重
性
を
耐
え
て
い
る
 0
 悲
し
み
の
う
ち
で
 大
 い
な
る
喜
び
を
歌
い
 
祝
 

ぐ
 。
 

ソ
 ン
デ
イ
は
「
悲
劇
の
意
義
」
と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
 の
 短
い
テ
ク
ス
ト
に
注
解
し
て
次
の
よ
う
に
舌
ロ
 
う
 0
 「
 悲
 劇
的
な
英
雄
の
没
落
 

の
う
ち
で
、
即
ち
 、
 徴
し
が
ゼ
ロ
と
な
る
時
に
、
同
時
に
 自
然
が
勝
利
者
と
し
て
、
そ
の
最
も
強
き
贈
与
の
う
ち
 で
 自
己
を
提
示
す
る
。
 



て
 ま
じ
め
て
神
的
と
な
る
。
」
と
 

わ
れ
る
。
も
 

@
6
-
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@
@
 

ロ
 

と
こ
ろ
で
 こ
こ
で
言
わ
れ
る
自
然
と
芸
術
と
は
 

へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
に
 
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
 

と
は
、
純
粋
な
生
に
お
い
て
た
だ
調
和
的
に
対
立
し
て
い
 

 
 

い
る
芸
術
と
一
つ
に
な
 

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
 0
 

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
は
 、
 彼
の
創
作
の
目
標
で
あ
る
 、
自
然
と
芸
術
と
の
抗
争
と
和
解
を
如
実
に
示
し
て
 

る
 。
「
自
然
と
芸
術
 

｜
 リ
ン
は
前
を
眺
め
て
、
 

牡
雙
 
を
あ
げ
る
。
」
こ
 

ハ
 
Ⅰ
 
l
 
 

し
 
の
両
者
の
か
 
か
わ
り
が
、
 
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
形
而
上
学
の
耐
忍
と
い
 5
 事
態
に
微
妙
に
 影
 を
落
 

者
の
関
係
を
へ
 
う
 
ク
レ
イ
ト
ス
と
の
か
か
わ
り
か
ら
 次
 の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
後
を
見
や
っ
て
 
錠
 を
し
め
、
ヘ
ル
 ダ
 

 
 

子
で
あ
る
 エ
 ム
ペ
ド
ク
レ
ス
は
 
、
 彼
が
身
体
化
す
る
、
 
即
 ち
 感
性
的
に
提
示
す
る
自
然
と
芸
術
と
の
和
解
の
故
に
 、
没
落
し
な
く
て
は
な
 

ら
な
い
。
「
さ
も
な
く
ば
、
普
遍
的
な
も
の
は
個
別
的
な
 も
の
の
う
ち
に
て
 夫
 な
わ
れ
、
か
く
し
て
、
…
・
・
・
一
つ
 の
世
の
生
命
は
あ
る
 個
 

（
 
I
 
l
 ）
 

人
の
う
ち
に
て
く
び
れ
死
ん
で
し
ま
う
か
ら
。
」
 

こ
の
よ
う
な
 
エ
 ム
 ペ
 ド
ク
レ
ス
的
な
悲
劇
的
英
雄
の
定
め
 は
 、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
 友
、
へ
｜
 
ゲ
ル
の
「
英
雄
」
と
 「
理
性
の
狡
智
」
と
 

い
う
彼
の
歴
史
哲
学
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
通
い
合
う
。
 し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
的
英
雄
は
、
「
自
ら
 ふ
さ
わ
し
い
時
に
 
、
つ
 

ま
り
自
ら
が
そ
の
時
代
の
主
と
な
り
、
あ
る
い
は
自
力
と
 た
わ
ご
と
と
屈
辱
の
う
ち
へ
沈
む
前
に
、
自
由
な
も
の
 と
し
て
、
愛
し
つ
つ
、
 

（
Ⅱ
 

リ
 
）
 

神
々
 V
 
こ
 身
を
さ
さ
げ
さ
せ
よ
。
」
（
 

2
 
@
 
 

）
 と
言
う
 0
 つ
ま
り
自
由
 死
を
望
む
。
「
い
ま
や
も
は
や
王
の
時
代
で
は
な
い
。
」
と
 

言
 う
 。
こ
こ
に
は
、
 
ま
 

さ
に
死
す
べ
 
き
 も
の
が
神
々
し
ぎ
自
然
の
啓
示
に
与
る
 と
い
う
こ
と
の
み
で
、
そ
の
容
器
は
即
座
に
壊
さ
れ
る
べ
 ぎ
で
あ
る
と
い
う
洞
察
 

が
あ
る
。
そ
れ
は
神
々
し
ぎ
も
の
が
人
間
の
業
と
な
ら
 な
い
た
め
で
あ
る
 0
 へ
｜
 ゲ
ル
の
「
英
雄
」
は
時
代
の
精
 神
と
し
て
、
一
時
代
を
 

主
宰
す
る
。
彼
は
一
時
代
を
画
し
て
没
落
す
る
。
そ
の
，
 
」
と
は
唐
突
な
時
の
転
回
と
も
言
い
 

う
 る
し
、
同
時
に
現
 英
世
界
の
弁
証
法
的
 運
 

動
の
必
然
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
の
両
者
は
同
じ
領
域
に
立
っ
て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
 る
が
、
微
妙
な
差
異
も
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
 デ
ガ
 ー
は
、
こ
の
 
雨
 

(126)  6 



ハイ デガ一と ヘル ダーリン 

乙
ノ
 
。
 

サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
と
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
ク
ロ
ノ
ス
で
、
 ユ
ピ
テ
ル
は
も
ち
ろ
ん
ゼ
ウ
ス
で
あ
る
。
神
話
に
よ
る
 と
 、
ク
ロ
ノ
ス
（
 時
 

の
神
）
は
ゼ
 タ
 ス
の
父
で
あ
り
、
し
か
も
彼
に
追
放
さ
れ
 た
と
さ
れ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
 サ
ト
 ク
ル
ス
 ス
は
 黄
金
時
代
の
神
で
 

あ
り
、
碇
も
発
し
な
い
し
、
死
す
べ
 き
 着
た
ち
に
命
名
 さ
れ
る
こ
と
も
な
い
神
で
あ
る
。
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
は
地
下
 世
界
へ
突
き
落
さ
れ
、
 

か
わ
っ
て
ユ
ピ
テ
ル
が
 オ
り
ュ
ム
ポ
ス
 の
神
 ネ
 の
も
と
で
 の
 秩
序
を
樹
立
し
、
こ
の
世
の
支
配
者
と
な
る
 0
 ュ
ピ
 テ
ル
は
天
高
く
、
真
昼
 

に
 支
配
し
、
彼
の
法
は
栄
え
渡
る
。
 

こ
こ
に
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
 と
 ユ
ピ
テ
ル
と
は
そ
れ
ぞ
れ
自
然
 と
 芸
術
と
に
対
応
す
る
。
そ
れ
は
古
き
神
と
新
し
き
 神
 と
の
対
応
で
も
あ
 

る
 。
し
か
し
 
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
芸
術
の
根
底
 に
 、
黄
金
時
代
と
さ
れ
る
 サ
ト
 ク
ル
ス
ス
の
平
和
（
 神
 々

し
き
自
然
と
言
え
よ
 

う
 ）
が
あ
る
。
即
ち
ユ
ピ
テ
ル
の
根
源
は
 サ
ト
 ク
ル
ス
 ス
 で
あ
る
こ
と
が
経
験
さ
れ
る
時
、
は
じ
め
て
ユ
ピ
テ
ル
 の
 秩
序
の
世
界
、
そ
の
 

秩
序
の
樹
立
の
営
み
が
知
ら
れ
る
。
同
時
に
聖
な
る
 薄
 明
が
 包
蔵
し
て
い
る
も
の
が
告
げ
知
ら
さ
れ
も
す
る
。
 詩
 人
は
、
こ
の
よ
う
な
 根
 

源
的
 経
験
を
 、
 即
ち
自
然
と
芸
術
、
サ
ト
ク
ル
ス
ス
 と
 ユ
ピ
テ
ル
と
が
ま
さ
に
唐
突
な
時
の
転
回
に
ょ
り
分
離
す
 る
 以
前
の
浬
沌
の
経
験
 

を
、
 生
き
生
き
と
し
た
も
の
と
し
て
、
し
か
し
ま
 ど
ろ
 み
の
う
ち
に
感
じ
る
。
そ
し
て
ユ
ピ
テ
ル
が
な
し
た
如
く
 、
詩
人
は
こ
の
根
源
的
 

自
然
を
、
こ
れ
へ
の
奇
異
な
ま
で
の
熱
狂
（
聖
な
る
 パ
 ト
ス
）
に
抗
し
て
、
沈
着
に
説
明
（
叙
述
の
透
徹
性
）
 し
 な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

こ
の
連
関
の
も
と
で
、
詩
人
は
こ
の
オ
ー
デ
の
最
終
 連
に
 お
い
て
、
ク
ロ
二
才
 ン
 （
即
ち
ユ
ピ
テ
ル
 
り
 

我
々
 と
 同
じ
く
時
の
息
子
で
 

あ
る
賢
明
な
師
の
営
み
を
 認
敬
 し
、
学
ぶ
の
で
あ
 る
 。
 

こ
の
オ
ー
デ
の
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
然
を
根
源
と
し
 、
そ
こ
か
ら
生
育
す
る
芸
術
、
つ
ま
り
非
組
織
的
な
も
 の
、
 聖
な
る
種
油
 か
 

ら
 、
組
織
的
な
も
の
、
秩
序
の
世
界
が
生
い
立
っ
て
き
 た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 0
 こ
の
ユ
ピ
テ
ル
の
営
為
の
 由
来
、
来
歴
と
、
そ
の
 
7@ (127) 
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l
 ）
 

と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
オ
ー
デ
 「
自
然
と
芸
術
、
あ
る
い
は
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
と
ユ
ピ
テ
ル
 」
を
瞥
見
し
て
み
よ
 



こ
の
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
所
説
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
 約
 転
向
申
す
の
コ
 

%
 ぎ
臼
お
き
毛
 籠
目
 月
 
と
言
わ
れ
た
 事
 態
は
否
定
さ
れ
る
。
 

こ
の
事
柄
は
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
 れ
て
い
る
の
か
。
 

ハ
イ
ス
ナ
ー
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
「
パ
ン
 と
 ブ
ド
ウ
 酒
 」
の
最
終
連
の
草
案
（
「
精
神
と
生
命
を
吹
き
込
む
者
 」
と
名
づ
げ
ら
れ
て
 

い
る
）
・
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
の
解
釈
に
 、
 彼
の
考
 ，
 
ぇ
が
 如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
以
下
略
述
す
 る
 。
 

精
神
は
 、
ホ
、
，
 

，
良
源
を
知
る
意
志
と
考
え
ら
れ
る
。
 

@
0
-
2
 
 

し
か
し
 、
故
郷
は
精
神
を
消
耗
さ
せ
る
故
に
、
精
神
は
原
初
に
 
お
い
て
家
禽
に
居
 な
 

（
何
り
 

-
 

い
 。
つ
ま
り
源
泉
の
も
と
に
は
居
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
 「
自
己
固
有
な
る
も
の
の
自
由
な
使
用
は
最
も
難
し
い
」
 故
に
、
異
質
な
る
も
 

の
へ
の
船
出
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 根
本
洞
察
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
精
神
は
植
民
地
を
 、
 勇
敢
な
る
忘
却
を
愛
す
 

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
植
民
地
（
娘
の
国
）
を
 通
 し
て
、
隠
さ
れ
た
仕
方
で
母
の
国
を
愛
し
て
い
る
の
で
 あ
る
。
こ
の
愛
に
ょ
り
 

生
ず
る
勇
敢
な
る
忘
却
は
 、
 我
々
を
忘
却
す
る
か
の
も
 の
を
忘
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
勇
敢
な
る
忘
却
は
 、
将
 来
 に
お
い
て
自
己
固
有
 

な
る
も
の
を
体
得
す
る
た
め
に
、
異
郷
的
な
る
も
の
を
 経
験
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
異
郷
と
は
、
そ
の
 国
 有
性
を
天
か
ら
の
 人
 と
 

し
て
特
色
 づ
 げ
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
 精
神
は
そ
の
火
に
 よ
 り
焼
死
せ
ん
ば
か
り
と
な
る
。
 そ
 れ
に
反
し
て
、
わ
れ
わ
 

固
有
な
る
も
の
を
の
み
、
そ
の
変
転
の
う
ち
に
て
は
じ
 め
て
発
見
し
た
の
だ
。
 

（
 
8
-
l
 
 

し
こ
 ハ
 
ツ
 舌
口
 
明
は
 、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
 転
 回
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
 

@
 
Ⅵ
 
@
 
）
 

ろ
な
議
論
に
対
し
て
自
ら
否
定
し
て
述
べ
た
言
葉
と
同
じ
 も
の
で
あ
る
。
 

不
滅
の
支
配
の
御
わ
ざ
の
名
声
の
う
ち
に
 心
 楽
し
く
 安
 わ
っ
て
い
る
様
と
を
対
比
す
る
時
、
は
じ
め
て
ユ
ピ
テ
ル
 の
 営
為
の
中
間
存
在
性
 
8
 

が
 浮
彫
に
さ
れ
る
。
詩
人
は
 、
 ユ
ピ
テ
ル
を
 師
 と
し
て
、
 こ
の
よ
 5
 な
営
み
を
反
復
す
る
。
こ
の
詩
人
の
位
階
は
 、
悲
劇
的
英
雄
と
し
て
⑧
 

 
 

の
 「
 エ
 ム
 ペ
 ド
ク
レ
ス
」
の
位
階
で
あ
る
。
 

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
、
否
、
彼
の
詩
作
全
般
に
わ
た
 っ
て
核
心
を
な
す
定
言
的
、
祖
国
的
動
転
に
つ
い
て
の
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
所
説
 

は
 端
的
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
 
変
転
は
し
た
が
、
転
向
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
い
つ
も
 
差
し
向
げ
ら
れ
て
い
た
 



れ
の
花
の
温
和
さ
、
わ
れ
わ
れ
の
森
の
樹
陰
の
冷
涼
さ
が
 

、
そ
の
疲
労
 
困
 息
の
者
を
喜
ば
せ
る
。
そ
の
 

ょ
う
 
な
大
 
を
 経
験
す
る
こ
と
で
、
 

自
己
固
有
の
叙
述
の
透
徹
性
、
冷
静
さ
の
何
た
る
か
を
 

か
え
っ
て
体
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ふ
さ
わ
し
 

ぎ
 こ
と
を
探
し
求
め
、
 

遠
く
ま
で
出
か
け
、
そ
こ
で
 

よ
 り
経
験
を
積
ん
で
帰
還
 

す
る
こ
と
こ
そ
が
留
ま
る
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
 

そ
 し
て
こ
の
よ
う
な
 

留
 

さ
る
こ
と
を
歌
い
つ
つ
建
立
す
る
こ
と
が
詩
人
の
使
命
 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
積
ん
で
帰
っ
た
者
は
、
 

天
上
的
な
る
火
を
回
思
 

レ
コ
き
目
鰍
コ
 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
か
の
 

異
郷
で
経
験
し
た
天
か
ら
の
火
は
詩
人
の
 

5
 ち
で
い
つ
も
 

現
在
し
て
い
る
 

木
 現
し
 

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
自
己
固
有
の
叙
述
の
透
徹
 

性
に
 ょ
り
建
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
 

ょ
う
 に
 し
て
聖
な
る
も
の
の
 

現
 

成
は
詩
歌
と
し
て
成
立
す
る
。
 

「
詩
的
に
あ
ら
か
じ
め
舌
口
わ
れ
た
聖
な
る
も
の
は
、
神
々
 

の
輝
 
出
の
時
・
空
の
み
を
開
く
。
そ
し
て
歴
史
的
人
間
 

の
こ
の
地
で
の
 

佳
 い
 

 
 

 
 

ら
さ
れ
て
も
い
る
。
 

，
却
 ）
を
た
ど
り
、
経
験
を
積
ん
で
帰
還
し
た
時
、
故
 

詩
人
に
よ
り
清
め
ら
れ
た
、
か
の
神
々
の
 

輝
 出
の
時
 

な
 分
離
に
よ
る
浄
化
」
に
か
な
 

う
 思
惟
で
あ
る
。
こ
こ
 

の
境
位
 
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
ま
さ
に
 

右
 自
身
の
 

の
真
の
場
所
を
指
示
す
る
」
 

、
、
 0
-
2
-
2
 
 

こ
の
よ
う
に
こ
の
地
で
の
 

き
な
い
と
い
う
 

知
 （
畏
怖
の
念
）
で
も
っ
て
、
あ
え
て
 

 
 

郷
の
隠
さ
れ
た
 

相
 （
 
宝
 ）
が
徐
々
に
 
見
ぃ
 出
さ
れ
て
 
ぃ
 

空
を
回
思
す
る
こ
と
と
同
次
元
で
あ
る
。
こ
の
回
思
と
い
 

で
は
二
重
性
が
一
つ
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
 

佳
 い
の
真
の
場
所
に
居
る
こ
と
こ
そ
、
ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
は
 

目
帰
 と
し
て
の
新
た
な
到
来
に
対
向
す
る
思
惟
に
転
じ
 

い
わ
ば
迂
路
（
勇
敢
な
る
 

忘
 

 
 

く
 。
こ
の
構
図
は
、
ま
さ
し
 

常
に
二
重
の
否
定
に
さ
 

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 

ぅ
 思
惟
は
、
「
 

無
 際
限
 

脱
 ・
 
存
 Ⅱ
ア
全
 
降
の
コ
 

㎏
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ア
 レ
マ
ン
が
分
析
す
る
如
く
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
 翻
転
 と
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
転
回
と
は
事
柄
と
し
て
重
な
り
合
う
。
 翻
転
が
裕
然
 と
開
く
 

-
@
 

穏
 ）
 

入
間
Ⅴ
は
、
転
回
が
 拓
く
 有
の
開
げ
と
近
親
性
を
持
っ
て
 い
る
。
更
に
言
え
。
は
、
精
神
的
で
あ
る
と
と
も
に
現
世
 
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
 

@
 
乃
 @
 

い
と
い
う
詩
人
の
二
重
性
は
、
関
心
の
。
お
の
の
構
造
に
 、
し
か
も
盲
目
の
詩
人
の
二
重
性
は
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
 実
存
の
二
重
性
、
即
ち
 

「
無
の
座
の
保
持
者
」
で
あ
り
同
時
に
「
有
の
牧
者
」
で
 あ
る
と
い
う
事
と
酷
似
し
て
い
る
。
 

な
に
よ
・
 
り
も
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
に
ひ
 き
つ
 け
ら
れ
る
の
は
、
聖
な
る
夜
、
あ
る
い
は
中
間
時
を
耐
え
 抜
く
こ
と
で
Ⅰ
 ト
 
よ
り
 

高
ら
か
に
天
上
的
な
る
も
の
を
崇
敬
せ
ん
と
す
る
 へ
ル
 ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
人
的
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
形
而
上
 

学
の
耐
忍
に
よ
り
 有
 そ
の
も
の
を
問
う
と
い
う
自
己
の
 思
索
豪
的
 生
 と
同
質
の
も
の
と
 看
敬
 し
て
い
る
。
そ
の
 
一
 点
 に
収
 飯
 す
る
仕
方
 

で
、
他
は
重
な
り
 ム
ロ
 
っ
て
い
る
。
 

中
間
領
域
に
て
中
間
性
、
二
重
性
を
耐
忍
す
る
こ
と
ほ
 、
 人
間
が
こ
の
地
に
て
詩
的
に
住
む
こ
と
を
促
す
。
こ
の
 住
む
こ
と
か
ら
、
 あ
 

ら
ゆ
る
 "
 
文
化
 "
 は
生
育
す
る
し
、
そ
れ
の
源
泉
と
し
 て
の
 名
 づ
け
え
ぬ
自
然
の
自
然
性
に
も
触
れ
う
る
の
で
あ
 る
 。
 "
 
文
化
 "
 が
そ
こ
 

く
 、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
有
の
思
惟
の
歩
む
 道
 と
同
じ
で
あ
 る
 0
 こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
の
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
で
あ
 る
 故
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 

 
 

ン
の
 詩
想
そ
の
も
の
と
は
言
え
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
 

少
 く
と
も
こ
の
よ
う
な
へ
ル
ダ
ー
リ
ン
 は
 、
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 に
と
っ
て
 、
 彼
の
思
 准
 

の
道
の
先
駆
者
と
思
わ
れ
た
。
 

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
帰
郷
は
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
形
而
上
学
の
本
 質
 領
域
へ
の
遣
帰
 と
 重
ね
ら
れ
る
。
そ
の
い
わ
ば
無
の
 場
 に
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
 

リ
ン
が
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
が
如
く
、
そ
こ
に
黙
黙
 と
 開
い
て
い
る
深
淵
に
そ
れ
ぞ
れ
向
か
い
合
っ
て
眺
め
入
 る
の
で
あ
る
。
そ
 う
し
 

て
は
じ
め
て
、
秘
密
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
 べ
 １
ル
 を
 脱
ぎ
始
め
る
。
 
濠
 々

 と
 湧
き
出
る
泉
か
ら
く
 み
 取
る
如
く
に
、
こ
と
 

ば
の
秘
密
を
受
取
る
故
に
。
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ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
形
而
上
学
の
耐
忍
を
考
察
す
る
前
に
 、
そ
 れ
に
呼
応
す
る
と
思
わ
れ
る
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
を
一
 
督
 し
て
お
き
た
い
。
 

「
 
"
 祖
国
的
な
る
も
の
 "
 と
は
国
土
が
最
高
神
と
し
て
の
 父
 へ
と
か
か
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
生
を
与
え
 る 
"
 関
係
 "
 
を
意
味
 

す
る
。
人
間
は
 "
 命
運
 "
 鮎
お
匡
 驚
を
持
つ
故
に
そ
の
 う
 ち
に
出
で
立
つ
。
同
様
に
 
"
 国
家
的
な
る
も
の
 "
 は
 原
初
と
し
て
留
ま
る
も
 

の
を
規
定
す
る
生
誕
の
地
を
意
味
す
る
。
」
 

-
 
,
 
@
a
@
2
 
 

こ
 の
よ
う
に
 解
 釈

し
て
お
い
て
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
「
ラ
イ
ン
」
の
第
四
 連
の
句
を
引
用
す
る
。
 

（
そ
こ
で
は
生
誕
と
新
し
く
生
ま
れ
た
も
の
を
 

臆
 し
た
 光
 と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
）
こ
の
句
に
お
い
て
は
、
ヘ
ル
 

ダ
 ｜
 リ
ン
は
「
祖
国
的
鯛
 

 
 

転
 」
と
か
「
国
家
的
な
る
も
の
」
と
か
を
度
外
視
し
て
 い
る
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 が
「
祖
国
的
鯛
 転
 」
と
い
う
タ
イ
 ト
ル
の
も
と
で
考
え
抜
 

 
 
 
 
 
 

い
た
彼
の
行
路
の
そ
の
段
階
を
 、
 彼
が
そ
れ
を
耐
え
抜
 い
 た
 故
に
、
と
う
と
う
の
り
こ
え
た
、
と
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 言
う
。
こ
の
よ
う
な
 解
 
（
 

 
 

@
 
㏄
 @
 

 
 

釈
は
文
献
学
者
が
理
解
す
る
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
 、
 
-
9
 お
圧
祭
 ，
と
い
う
語
の
理
解
に
端
的
に
相
違
が
窺
え
 る
 。
と
に
か
く
ハ
イ
デ
 

）
 

二
 

、
イ
デ
 
ガ
 ー
の
形
而
上
学
の
耐
忍
を
巡
っ
て
 

 
 

か
ら
戦
い
取
る
仕
方
で
か
か
わ
る
自
然
を
ア
ナ
ー
キ
ー
 と
 し
て
の
自
然
（
テ
ィ
タ
 ｜
不
ン
 @
 捉
に
歯
向
か
う
も
の
 ）
と
し
、
そ
れ
と
区
別
 

（
 
@
 
り
 
）
 

し
て
 愛
 と
し
て
の
自
然
（
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
 @
 碇
 な
く
、
 す
 べ
て
を
甘
受
す
る
も
の
）
を
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
考
え
て
 い
る
。
後
者
は
、
ハ
イ
 

デ
ガ
 ー
の
思
惟
の
う
ち
で
は
 四
 和
合
と
し
て
の
世
界
と
 吾
 
一
 
口
 え
よ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
、
 有
 自
身
の
本
質
現
成
の
 セ
 
速
き
到
来
が
達
せ
ら
れ
 

る
 。
徐
々
に
方
自
身
は
自
己
を
展
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
 は
い
ま
ま
で
知
ら
れ
ず
に
、
し
か
し
身
近
に
あ
っ
た
愛
と
 し
て
の
自
然
の
開
展
で
 

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
隠
さ
れ
て
い
た
有
の
開
げ
の
現
出
 で
あ
る
。
そ
れ
に
対
向
す
る
思
惟
が
育
た
ね
ば
な
ら
な
い
 0
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
こ
の
 

純
粋
な
有
の
命
運
の
も
と
に
立
ち
、
生
き
生
き
と
し
た
 関
係
の
う
ち
で
、
有
の
原
初
の
相
に
直
面
す
る
 0
 こ
こ
で
 は
 思
惟
は
も
は
や
成
果
 

を
 競
う
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
「
祖
国
的
 

 
 

は
 伴
わ
な
い
。
 



れ
 故
に
 、
 耐
え
抜
 き
 、
耐
忍
と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
 で
あ
る
 0
 こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 が
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
 マ
ン
流
の
古
典
主
義
を
 

克
服
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
古
典
主
義
か
ら
背
を
向
け
る
 こ
と
な
く
、
そ
れ
を
 克
月
 
す
る
」
反
（
 

l
 
3
 
 

）
 の
と
同
じ
で
あ
る
。
 肝

心
な
こ
と
は
、
形
而
 

工
学
の
本
質
領
域
に
お
い
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
 有
 0
 本
質
現
成
の
命
運
に
呼
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
形
而
上
学
を
贈
り
与
え
た
も
の
の
到
来
と
脱
去
 と
を
同
時
に
思
惟
す
る
 視
圏
が
妬
 げ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
 思
惟
は
も
は
や
形
而
 

工
学
的
な
表
象
作
用
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
 ょ
う
 な
 思
 惟
を
回
思
的
な
思
惟
と
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
言
 う
 。
従
来
の
 思
惟
 は
 知
ら
ん
と
す
る
 

｜
リ
ソ
 の
「
祖
国
的
 
翻
転
 」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
 考
え
抜
か
れ
た
段
階
の
耐
忍
と
い
う
事
態
に
対
応
し
て
 い
る
。
 

 
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
と
っ
て
形
而
上
学
の
克
服
と
い
う
事
態
は
 、
 決
し
て
踏
み
越
え
る
と
い
う
仕
方
で
は
成
就
し
な
い
 も
の
で
あ
っ
た
。
 
そ
 

ガ
 ー
は
、
こ
の
語
の
意
味
す
る
も
の
は
、
人
間
が
左
右
で
 ぎ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
 へ
ル
ダ
 ｜
 リ
ン
の
悲
劇
論
で
 @
 

わ
れ
た
神
々
の
定
言
的
 翻
乾
 に
比
せ
ら
れ
る
も
の
と
 解
 し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
時
の
仮
借
な
ぎ
、
 唐
突
な
る
転
回
で
あ
る
 

が
 、
そ
の
 翻
 転
は
認
識
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
 亡
 

の
の
の
の
の
 
圧
驚
 
と
い
う
語
に
人
間
の
わ
ざ
と
い
う
面
を
 目

 目
的
に
従
 う
 以
外
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
 運
 

認
め
な
い
。
自
然
と
芸
術
と
の
抗
争
と
和
解
と
い
う
 方
 命

は
定
ま
る
。
こ
の
よ
 

式
 で
ま
と
め
ら
れ
て
い
 

う
な
運
命
を
定
め
る
も
の
と
し
て
の
こ
の
 
Q
 の
お
日
の
寸
 
に
人
間
が
聞
 き
 従
 う
 仕
方
で
、
こ
の
音
 s
n
 
玉
音
を
持
 つ
 故
に
、
人
間
は
生
 き
 

生
 ぎ
と
し
た
関
係
の
う
ち
に
立
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
 「
人
間
本
質
は
生
き
生
ぎ
と
し
た
関
係
と
運
命
へ
と
用
い
 ら
れ
て
い
る
 ピ
 と
い
う
 

め
 が
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
は
、
 い
 わ
ゆ
る
「
西
欧
的
転
向
」
は
克
服
さ
れ
て
い
る
。
ハ
 イ
 デ
ガ
 ー
は
こ
の
箇
所
で
 

た
 関
係
が
 、
 ハ
 イ
デ
ガ
 ー
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
 よ
 る
 と
 
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
う
ち
で
変
転
し
て
い
る
こ
と
に
な
 る
 。
む
し
ろ
深
化
さ
れ
 

た
と
舌
口
 
ぅ
 べ
 き
か
 。
自
由
な
る
精
神
と
し
て
、
自
己
の
外
 に
 何
物
を
も
認
め
な
い
と
い
う
在
り
方
（
つ
ま
り
自
己
 の
み
に
出
会
い
、
自
己
 

の
み
を
意
志
す
る
）
の
克
服
の
一
歩
が
進
め
ら
れ
た
と
 舌
 
ロ
 っ
て
も
よ
Ⅱ
 
リ
 
で
あ
ろ
う
。
 @
 
し
 @
 
し
 
で
ハ
 
り
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
ハ
リ
 
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
理
解
は
 、
 

彼
の
い
わ
ゆ
る
「
転
回
」
の
事
態
に
深
く
根
を
お
ろ
し
 て
い
る
 0
 形
而
上
学
の
耐
忍
と
い
う
事
態
は
、
こ
の
箇
所
 で
 言
わ
れ
た
、
ヘ
ル
 ダ
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    イ ー "   ガ一 と
 

意
欲
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
い
わ
ば
豊
か
な
欠
乏
の
内
を
 迷
い
歩
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
 0
 し
か
し
そ
の
こ
と
は
か
 え
っ
て
一
時
期
を
画
す
 

る
 思
惟
の
誠
実
さ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
新
た
な
思
惟
は
 ど
の
 よ
う
 で
あ
る
か
。
ど
の
よ
う
に
従
来
の
思
惟
と
異
な
 る
の
か
。
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 

は
も
は
や
成
果
を
持
た
な
い
思
惟
だ
と
 言
 5
 。
一
体
こ
の
 こ
と
 ト
休
 
何
を
舌
ロ
 
わ
 ん
と
す
 

@
 

ス
 ㌧
の
 人
 
Ⅲ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
 
て
は
後
に
触
れ
た
 い
 。
 

「
有
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
 
5
 驚
く
べ
 き
 事
実
を
巡
っ
て
 
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
惟
の
道
は
 
、
 有
へ
の
道
、
無
へ
の
 道
 、
仮
象
へ
の
道
 と
 

い
う
三
つ
の
遼
を
踏
み
歩
ん
だ
と
言
え
よ
う
。
（
 

2
 

）
そ
の
在
り
 
様
を
手
短
か
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
 

 
 

て
 、
む
し
ろ
無
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
 

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
「
有
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
 根
 

隠
蔽
性
の
も
と
で
同
時
に
隠
蔽
性
が
生
起
し
て
い
る
こ
 

と
か
 り
 
か
か
わ
り
か
ら
す
れ
。
 ぼ
 、
幸
治
旧
は
 

無
 と
し
か
舌
口
わ
れ
 

る
も
の
の
有
の
う
ち
で
、
無
の
無
化
が
生
起
す
る
」
と
し
 

、
，
 、
 

、
（
 

4
-
3
 

0
 
 

る
 。
先
の
一
文
は
 、
 逆
に
有
自
身
の
移
行
的
な
動
性
に
よ
 

こ
の
二
つ
の
叙
述
の
方
向
性
の
逆
転
は
、
 

有
 自
身
の
動
 

「
有
る
も
の
の
う
ち
へ
と
自
己
を
顕
わ
に
し
て
、
有
は
脱
 

る
も
の
と
何
と
の
差
別
を
忘
れ
、
有
る
も
の
に
執
す
る
 仕
 

問
い
が
、
形
而
上
学
の
根
本
の
問
い
と
な
る
の
で
あ
る
 

性
 
（
脱
去
と
到
来
）
に
 よ
 る
。
し
か
し
共
に
、
「
有
る
も
 

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
故
に
、
「
何
故
そ
も
そ
も
有
る
 

な
い
。
無
の
無
化
と
言
わ
れ
る
際
の
無
と
は
、
こ
の
 
ょ
 

木
杓
事
実
を
有
の
忘
却
と
い
う
根
本
的
経
験
か
ら
叙
述
 

5
 叙
述
と
同
じ
事
柄
が
別
の
方
向
か
ら
述
べ
ら
れ
た
も
 

り
、
 有
る
も
の
へ
と
自
己
の
本
質
を
移
し
入
れ
る
こ
と
 

表
 す
 。
」
と
い
う
一
文
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
，
（
 

を
 
3
@
 

方
で
有
る
も
の
の
有
を
の
み
 

0
 形
而
上
学
は
こ
の
よ
う
な
 

L
 レ
 
ス
に
も
の
で
あ
 ヱ
り
 
。
Ⅰ
 有
 

う
 な
意
味
で
の
無
で
あ
 

の
が
あ
る
」
と
い
う
 非
 

が
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
 

の
で
あ
る
 0
 有
る
も
の
 

」
 
そ
 熟
慮
さ
れ
ね
ば
 

包
 
捕
え
た
。
形
而
上
学
は
、
こ
の
根
本
経
験
を
半
面
的
 
に
 固
定
化
し
た
。
そ
れ
故
当
然
の
こ
と
な
が
ら
有
を
忘
 卸
 し
た
。
 

 
 

有
の
脱
去
（
勝
義
の
有
の
忘
却
）
に
直
面
せ
ん
と
す
る
 た
め
に
は
、
形
而
上
学
的
な
表
象
作
用
に
よ
り
固
定
化
さ
 れ
た
有
る
も
の
の
 有
 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
 真
相
へ
と
遣
帰
す
る
退
歩
の
道
が
 妬
 か
れ
ね
ば
な
ら
な
 い
 。
遣
帰
し
た
形
而
上
学
の
本
質
領
域
は
、
も
は
や
 形
 面
上
学
的
な
も
の
で
は
 

 
 

（
 
5
 
つ
 
0
 
）
 

 
 

な
い
。
そ
こ
で
は
有
と
無
と
は
共
属
し
て
い
る
。
そ
の
 よ
う
な
場
で
あ
る
。
「
有
が
無
化
す
る
１
百
自
身
と
し
て
。
 

」
と
言
わ
れ
る
事
態
に
 



う
 深
い
嘆
息
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
有
の
命
運
の
 回
帰
性
を
理
論
的
二
本
す
こ
と
の
で
き
な
い
次
元
で
の
 国
 帰
の
 

0
 回
帰
は
論
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
待
た
れ
る
も
の
 で
あ
る
。
思
惟
が
有
の
命
運
に
呼
応
す
る
こ
と
が
で
き
 る
た
 

が
 命
運
的
に
 、
ヱ
ポ
 
ハ
ー
ル
に
回
帰
し
な
く
て
は
な
ら
 な
い
。
時
の
地
平
に
自
己
を
展
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
 し
て
 

ば
な
ら
な
い
。
 

「
 右
と
 持
口
に
お
い
て
、
現
有
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
 る
 有
る
も
の
（
即
ち
人
間
的
現
有
）
に
お
い
て
は
、
 

こ
 の
 

て
 、
こ
の
 君
 自
身
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
構
図
が
描
か
れ
 、
こ
の
方
向
に
沿
っ
て
現
有
の
実
存
論
的
分
析
が
な
さ
 ね
 た
 

心
 ）
の
実
存
性
、
つ
ま
り
「
自
己
に
先
立
ち
て
あ
る
こ
と
 」
と
い
う
在
り
方
に
お
い
て
、
即
ち
自
己
の
本
来
的
 真
 埋
め
 

と
 原
初
的
に
か
か
わ
る
と
い
ら
構
想
が
描
か
れ
て
い
る
。
 と
こ
ろ
で
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
書
簡
で
は
、
口
布
と
時
 L
 
の
 第
一
 

が
翻
転
 す
る
、
し
か
し
思
惟
は
こ
の
転
回
を
十
分
 昼
 @
 ぅ
 こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
 0
 し
か
し
「
こ
の
 転
回
 

立
脚
点
の
変
換
で
は
な
く
、
こ
の
転
回
の
う
ち
で
、
企
て
 ら
れ
た
思
惟
は
「
 有
 と
時
 L
 が
そ
こ
か
ら
経
験
し
た
、
 

し
か
 待

望
で
あ
る
。
 
こ
 

め
に
は
、
 君
 自
身
 

歴
史
的
と
な
ら
ぬ
 

現
有
の
有
に
お
い
 

。
現
有
の
有
（
開
 

場
に
て
、
 有
 自
身
 

部
第
三
章
で
全
体
 

は
「
 有
 と
時
ヒ
の
 

も
有
の
忘
却
と
い
 

-
@
 

お
 ）
 

の
 日
に
か
」
と
い
う
語
句
が
、
こ
の
有
の
回
帰
の
予
感
、
 

待
望
を
示
し
て
い
る
と
私
に
は
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
 逆
 に
い
ま
だ
来
な
い
と
い
 

有
る
も
の
の
う
ち
に
隠
さ
れ
秘
蔵
さ
れ
 

の
も
の
と
し
て
耐
え
、
そ
の
う
ち
で
有
の
 

１
 0
 思
催
さ
 、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
正
気
に
 

「
祝
祭
」
（
神
々
と
人
々
と
の
集
い
合
い
、
 

て
い
る
有
の
相
を
見
い
出
す
こ
と
は
、
現
代
を
支
配
し
て
 い
る
有
の
命
運
と
し
て
の
 葉
立
 を
そ
 

回
帰
、
有
の
忘
却
の
転
回
と
い
う
恵
み
を
受
け
取
る
こ
 と
で
あ
る
。
私
は
こ
う
し
た
ハ
 イ
デ
ガ
 

お
い
て
の
晩
年
の
詩
作
、
即
ち
聖
ら
か
に
強
い
ら
れ
つ
 つ
 聖
ら
か
に
醒
め
て
な
す
讃
歌
の
歌
 う
 

和
解
）
の
日
へ
の
予
感
、
待
望
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
 と
 考
え
る
。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
「
い
つ
 

験 と 対 
す す 向 
る れ す 

と い ばる 、 の 
ぅ 無 で 
局 を あ 
面 無 る 

の と が 

妬 し   
げ て そ 
へ 持 う 

と ち し 
連 こ た 
が た 有 
り え 自 
う ぬ 身 
る ば の 

。 な 無 
ら め 

  
  

そ 去 
ぅ の 
す 相 
る を 

  時追 
か か 
つ げ 
て て 

有 待 
る く 

も 無 
の の   
ぅ は 
ち 歩 
へ ま 

と れ 
自 、 え 
己 な 
な い 
顕 道 
わ で 
に あ 
し る 

ナ、 Ⅰ   

有 そ 
な う 

経 だ 
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ノ、 イ デガ一とへル タ     -   

し
か
し
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
 良
 ぎ
こ
と
で
あ
る
。
 
，
 」
の
こ
と
が
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
探
し
あ
て
た
ふ
さ
わ
し
き
 作
法
な
の
で
あ
る
。
）
 

こ
の
双
曲
線
の
イ
メ
ー
ジ
は
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
惟
の
道
 で
は
ど
の
 よ
 う
で
あ
ろ
う
か
。
 

フ
マ
ニ
フ
ム
ス
書
簡
で
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
述
べ
て
い
る
如
く
 、
「
 有
 と
時
甲
の
第
一
部
第
三
章
「
時
と
有
」
に
お
い
 て
 全
体
が
 翻
乾
 す
る
 

 
 

 
 

 
 
 
 

様
は
、
 
少
く
と
も
形
而
上
学
の
言
葉
に
て
は
不
可
説
で
 あ
っ
た
。
同
じ
く
不
可
説
の
事
態
に
臨
ん
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
 リ
ン
は
悲
劇
と
詩
作
品
 

1
5
 

と
で
も
っ
て
、
そ
の
消
息
を
伝
え
継
が
ん
と
し
た
。
ハ
イ
 デ
ガ
 ー
は
同
じ
事
柄
を
有
の
間
い
の
道
に
て
問
い
続
 け
 た
 。
そ
し
て
右
の
忘
却
 

か
つ
て
 
へ
か
 

し
て
考
え
て
い
 

考
え
ら
れ
ね
ば
 

遠
ざ
か
り
は
ま
 

線
の
イ
メ
ー
ジ
 

る
 。
そ
れ
故
、
 

ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
に
お
い
て
素
描
さ
れ
た
如
く
に
、
 神
 々

の
宝
号
目
的
鯛
 転
 
（
こ
の
こ
と
を
私
は
有
の
脱
去
の
動
 
性
 に
比
 

る
 ）
に
必
然
的
に
追
随
す
る
仕
方
で
人
間
の
こ
の
地
へ
の
 弧
線
が
描
か
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
弧
線
は
一
つ
の
も
の
 と
し
て
 

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
双
曲
線
を
形
成
し
て
い
る
。
一
瞬
、
 よ
り
接
近
し
た
軌
道
は
互
い
に
遠
ざ
か
り
行
く
。
し
か
 し
そ
の
 

た
 近
接
へ
と
向
か
い
う
る
。
こ
の
近
接
の
た
め
に
互
い
 が
 転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 に
お
 け
 る
 双
曲
 

は
 重
要
な
意
味
を
持
つ
。
根
本
に
お
い
て
神
と
人
と
の
 間
 の
か
か
わ
り
に
お
い
て
生
ず
る
事
態
を
示
す
も
の
と
 考
 え
ら
れ
 

（
㏄
 
@
 

「
総
合
の
企
て
ほ
あ
ら
ゆ
る
双
曲
線
の
う
ち
の
双
曲
線
」
 

と
 呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
い
や
し
が
た
い
分
離
が
 あ
る
。
 

（
 
甜
 ）
 

う
 根
本
経
験
に
よ
り
経
験
し
た
次
元
の
在
所
へ
は
じ
め
 て
達
す
る
の
で
あ
る
。
」
 

現
有
の
実
存
論
的
分
析
が
、
そ
こ
か
ら
受
取
り
、
そ
こ
 へ
と
帰
着
せ
ん
と
し
た
地
点
を
巡
っ
て
 、
 一
つ
の
弧
線
が
 
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
 

関
心
は
、
そ
の
構
造
連
関
に
お
い
て
実
存
性
と
と
も
に
 事
実
性
、
 
頽
 蕗
佳
と
を
等
し
く
荷
 う
 も
の
で
あ
る
故
に
 、
 こ
の
 地
 へ
と
た
わ
む
。
 

正
確
に
言
 う
と
 、
現
有
は
「
世
界
Ⅱ
の
う
ち
に
Ⅱ
あ
る
」
 

の
で
あ
り
、
し
か
も
た
え
ず
転
落
的
で
あ
る
。
し
か
し
 同
時
に
現
有
の
有
は
 、
 

有
の
忘
却
と
い
う
根
本
経
験
を
な
す
次
元
の
在
所
に
達
 し
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
も
し
こ
の
 地
 へ
と
 ヵ
 ー
 ブ
 し
な
 く
て
、
そ
の
 
妬
 か
れ
た
 

場
 ほ
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
右
の
忘
却
と
い
 ぅ
 根
木
経
験
を
そ
の
も
の
と
し
て
思
惟
す
る
道
が
 妬
 か
れ
 る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
し
 

か
し
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
忘
却
の
転
回
が
な
さ
れ
ね
ば
な
 ら
な
い
。
こ
の
事
態
は
ま
ず
人
間
的
現
有
の
転
回
の
如
 く
に
見
え
る
。
 



と
い
う
根
本
経
験
の
原
初
の
相
に
還
る
 0
 そ
こ
で
は
 有
 は
 忘
却
と
と
も
に
自
ら
の
本
質
真
理
を
贈
り
与
え
る
。
 有
 自
身
は
自
ら
を
遣
わ
 

す
 。
そ
れ
に
従
っ
て
命
運
的
に
変
転
す
る
。
こ
の
 ょ
ぅ
 な
 有
の
命
運
に
従
う
こ
と
は
人
間
本
質
に
と
っ
て
は
必
然
 的
な
こ
と
で
あ
る
。
 そ
 

れ
枚
「
木
質
的
思
惟
 

有
の
性
起
で
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
，
 

，
 ま
 
f
 
@
9
-
3
 

る
 。
人
間
の
思
惟
が
有
の
本
質
現
成
に
手
を
か
す
こ
と
で
 、
 有
は
歴
史
と
し
て
 現
 

成
す
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
歴
史
と
し
て
の
右
の
現
成
 は
迷
い
 甘
 Ⅰ
の
な
し
に
は
 
妬
 か
れ
な
い
 0
 こ
こ
で
は
原
初
 的
な
仕
方
で
の
歴
史
の
 

生
起
、
正
確
に
 @
 
ま
 
ロ
 え
ば
、
 原
 ，
歴
史
の
様
相
が
述
べ
 ろ
 れ
て
い
る
。
 

現
代
ほ
ど
の
よ
う
な
右
の
命
運
の
も
と
に
あ
る
と
ハ
イ
メ
 
ァ
ガ
 ー
は
考
え
て
い
る
か
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
「
 集
立
 0
 本
質
は
自
己
に
 集
 

中
し
た
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
忘
れ
と
と
も
に
 自
己
固
有
の
本
質
真
理
を
置
き
残
す
。
こ
の
置
き
残
し
 
Z
p
n
 

甘
の
汀
）
 

巨
コ
は
 周
家
 

口
 の
の
（
 

い
 口
耳
と
し
て
現
前
す
る
も
の
を
用
立
す
る
こ
と
へ
 と
 展
開
し
、
 用
 象
の
う
ち
で
自
己
を
組
織
し
、
周
家
 と
 し
て
支
配
す
る
仕
方
で
、
 

 
 

開
相
 が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
こ
の
こ
と
を
 危
険
の
現
成
と
し
て
 理
 

解
し
て
い
る
。
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
 置
 き
 残
し
を
「
忘
れ
を
伴
っ
て
の
置
き
残
し
」
と
し
て
持
ち
 こ
た
え
る
こ
と
が
肝
要
 

と
な
る
。
こ
の
時
思
惟
 は
 、
脱
去
し
た
右
が
そ
の
 ょ
ぅ
 な
 仕
方
で
有
る
も
の
の
う
ち
に
隠
さ
れ
た
本
質
を
贈
り
 与
 え
て
い
る
こ
と
の
経
験
 

（
こ
れ
は
逆
の
経
験
と
し
て
、
慣
れ
親
し
ん
だ
有
る
も
の
 0
 世
界
の
す
べ
り
落
ち
と
し
て
、
不
安
の
う
ち
で
な
さ
 れ
る
）
を
契
機
と
し
 

て
 、
 有
 自
身
の
宿
り
が
問
わ
れ
る
と
い
う
道
を
た
ど
る
。
 即
ち
 、
 我
々
が
こ
の
世
界
を
用
立
作
用
に
て
支
配
統
御
 せ
ん
と
駆
り
立
て
ら
れ
 

る
こ
と
な
く
、
こ
の
世
界
を
そ
の
本
然
性
に
お
い
て
 経
 験
せ
ん
と
す
る
時
、
「
忘
却
の
転
回
と
と
も
に
方
の
守
り
 毛
 P
 印
 三
の
が
性
起
す
 

る
 。
即
ち
世
界
が
性
起
す
る
。
」
こ
（
 

l
 
4
 
 

）
 
こ
に
危
険
（
 集
立
 ）
 の
 転
回
の
唐
突
な
る
性
起
が
言
わ
れ
る
。
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
西
洋
形
而
上
学
の
歴
史
を
解
釈
学
的
に
解
 体
す
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
そ
れ
を
有
の
忘
却
の
歴
史
で
あ
 り
、
 ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
 

歴
史
で
あ
る
と
断
言
す
る
に
至
る
。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 有
 の
 根
源
を
 、
 右
の
原
初
の
原
初
性
を
問
 う
 。
そ
の
時
、
有
 が
無
 と
と
も
に
自
ら
歴
 

史
 と
し
て
 顕
わ
 と
な
る
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
に
時
の
地
 平
で
 性
起
す
る
こ
と
を
経
験
す
る
。
そ
こ
で
 は
 決
し
て
 有
 を
右
 と
し
て
立
て
る
こ
 

Ⅰ
 

6
 

 
  

 

 
  

 



そ
れ
は
ひ
た
す
ら
、
現
代
の
有
の
命
運
で
あ
る
 集
立
か
 ら
 、
そ
の
隠
さ
れ
た
 相
 
（
性
起
）
へ
と
転
調
す
る
た
め
で
 
あ
る
。
 

17 
 
 

り
 、
す
べ
て
の
本
質
は
二
義
性
を
帯
び
て
見
え
て
く
る
。
 

も
ち
ろ
ん
人
間
本
質
も
二
義
 

仁
性
 、
二
重
性
を
免
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
本
質
が
 

有
の
隠
さ
れ
た
相
に
対
向
す
る
た
め
に
は
、
い
わ
ば
 

転
依
 が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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リヘ /l 

（
 
牝
 ）
 

な
る
相
と
豊
穣
な
る
 相
 ）
の
只
中
に
居
る
。
そ
し
て
「
 生
き
生
き
と
し
た
関
係
と
命
運
」
へ
と
用
い
ら
れ
る
の
で
 あ
る
。
 

 
 

ダ
 

市
上
 学
 が
見
返
ら
れ
、
 
有
 そ
の
も
の
を
見
や
り
、
 
問
 ぅ
 こ
と
が
思
惟
に
課
せ
ら
れ
る
。
 

脱
 ・
 存
は
 あ
ら
ゆ
る
 木
質
の
二
毒
性
（
有
の
空
虚
 

と
は
で
き
な
い
。
 有
 自
身
が
無
化
し
、
そ
の
故
に
か
え
 っ
て
有
る
も
の
が
際
立
た
せ
ら
れ
る
と
い
う
消
息
こ
そ
が
 、
 有
の
原
初
的
根
本
的
 

経
験
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
 
人
間
は
そ
の
場
へ
と
参
入
し
た
超
越
を
一
つ
の
力
ー
 ブ
 
（
Ⅰ
 

卍
仁
 
）
：
 

。
 
ヰ
い
叶
ト
 

ハ
 
0
%
 

2
 
4
 
 

）
 で
も
っ
 

て
、
 有
る
も
の
に
執
す
る
 頽
落
性
 へ
と
展
開
す
る
の
か
 
は
た
ま
た
、
脱
去
す
る
方
自
身
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
 か
げ
無
の
道
を
行
く
の
 

岡
 
カ
 O
 

ま
さ
に
人
間
が
超
越
的
腕
白
に
よ
り
 拓
く
 真
の
あ
り
 場
 所
に
と
ど
ま
り
住
む
時
、
こ
の
正
反
対
の
方
向
は
、
じ
っ
 と
 耐
え
抜
か
れ
る
こ
 

（
 
何
 @
 

と
と
な
る
。
こ
の
時
、
「
有
の
忘
却
が
有
の
真
理
へ
と
 転
 目
す
る
と
い
う
恵
み
」
が
現
成
す
る
。
こ
の
転
回
は
危
 険
 と
し
て
の
「
忘
却
を
 

伴
っ
て
置
き
残
す
」
と
い
う
有
の
一
方
の
動
性
の
転
回
 
（
即
ち
救
 
う
 も
の
の
現
成
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
 有
 自
身
の
 
「
鶴
心
軌
道
」
と
い
う
 

よ
う
な
も
の
（
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
言
い
回
し
で
は
、
秘
密
 の
 星
辰
運
行
と
し
て
が
考
え
 

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 ょ
 

う
 な
軌
道
と
対
に
な
る
人
間
本
質
の
「
雄
心
軌
道
」
も
 考
え
ら
れ
よ
 う
 。
そ
れ
は
一
た
び
こ
の
本
質
領
域
に
て
 、
 右
の
秘
密
に
直
面
し
な
 

が
ら
、
そ
の
顕
れ
と
隠
れ
と
の
同
時
を
 、
 隠
れ
を
忘
れ
、
 

 
 

な
し
て
、
有
る
も
の
の
 

世
界
を
企
 投
 、
建
立
す
る
道
を
た
ど
る
。
そ
し
て
そ
の
 
よ
う
な
形
而
上
学
の
道
を
退
歩
す
る
時
、
有
が
自
ら
の
 木
質
を
拒
否
す
る
仕
方
 

で
、
自
ら
の
真
理
を
忘
却
へ
と
さ
ら
し
置
い
た
事
態
が
直
 祝
 さ
れ
る
。
「
忘
却
を
伴
っ
て
置
 
き
 残
す
」
こ
と
が
こ
 と
さ
ら
注
視
さ
れ
る
 時
 

 
 

脱
 ・
存
の
境
位
で
の
経
験
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
有
る
も
の
 を
そ
の
も
の
と
し
て
問
 う
形
 



「
た
だ
人
間
が
有
の
牧
者
と
し
て
、
右
の
真
理
を
待
つ
時
 

に
の
み
、
彼
は
有
の
命
運
の
一
つ
の
到
来
を
期
待
す
る
，
 

」
と
が
で
き
る
。
 
た
 

だ
し
単
な
る
知
識
欲
へ
と
 
頽
 落
す
る
こ
と
な
し
に
で
あ
 
る
力
 
，
 
-
8
 

Ⅰ
。
 

4
 
 

）
 
」
こ
 

こ
に
ま
さ
し
く
「
功
績
は
多
け
れ
ど
、
し
か
し
 

人
間
は
こ
の
地
に
詩
的
 

と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 の
一
句
の
も
は
や
哲
学
 
的
と
は
言
え
な
い
思
索
的
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
 の
よ
う
な
位
階
で
の
 
思
 

惟
は
成
果
を
競
 
う
 も
の
で
は
な
く
、
無
垢
な
る
行
い
と
 

壬
 
一
口
え
る
 

ネ
 
L
 
あ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
、
有
の
根
源
 
相
 へ
と
向
か
う
た
め
に
、
思
惟
 

は
 表
象
的
思
惟
か
ら
回
思
的
思
惟
へ
と
 

変
る
 。
こ
と
ば
 も
変
る
 。
つ
ま
り
 人
 

間
 が
自
己
を
 、
 有
る
も
の
へ
と
発
見
的
に
か
か
わ
っ
て
 

い
る
こ
と
と
し
て
語
る
あ
り
方
か
ら
、
こ
と
は
が
語
る
 

、
 そ
の
こ
と
ば
の
語
り
に
 

呼
応
す
る
こ
と
で
人
間
が
発
語
し
う
る
と
い
う
あ
り
方
 

に
変
る
 。
更
に
、
人
間
は
「
意
味
付
与
の
源
泉
」
と
し
て
 

0
 基
体
か
ら
、
有
の
開
 

げ
に
対
し
て
開
け
て
い
る
 
脱
 ・
存
へ
と
 
変
る
 。
そ
の
 ょ
 う
に
変
転
し
て
、
有
の
開
げ
の
う
ち
に
居
る
時
、
有
の
 

到
来
が
恵
ま
れ
る
。
 こ
 

の
謎
に
満
ち
た
有
の
到
来
・
脱
去
を
問
 

う
 こ
と
こ
そ
、
「
 
思
惟
の
敬
虔
 

」
、
 
さ
 
-
0
 

5
 
 

）
 と
言
わ
れ
る
。
こ
の
思
惟
は
、
命
運
 
を
 持
つ
故
に
 、
 生
き
生
 

き
と
し
た
関
係
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
は
 

脱
底
 と
し
て
 の
有
の
現
成
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
思
惟
は
 

、
そ
 れ
の
言
 う
 こ
と
に
お
い
 

だ
ろ
う
が
、
し
か
し
 
脱
 底
か
ら
の
出
現
そ
の
も
の
は
あ
 

を
 眺
め
て
錠
を
あ
け
る
」
と
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
が
言
っ
た
 
事
 

 
 

語
法
に
て
も
か
な
わ
ず
、
わ
ず
か
に
同
語
反
復
が
許
さ
 

 
 

て
 、
た
だ
有
の
言
わ
れ
ぬ
語
を
の
み
こ
と
は
 

へ
 と
も
た
 

い
 思
惟
と
言
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
 
ヮ
 
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
 有
 

態
で
あ
ろ
う
 0
 た
し
か
に
有
の
こ
と
ば
へ
と
来
る
こ
と
は
 

ら
す
。
」
 

-
,
@
5
 
 

「
有
は
、
自
己
を
開
ぎ
つ
つ
こ
と
ば
へ
と
来
る
。
 

る
 意
味
で
全
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
損
ね
ず
 

丘
 二
ロ
 

ぅ
 

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
非
完
結
の
相
が
あ
る
。
こ
れ
は
 

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
最
も
無
垢
な
思
惟
と
言
わ
れ
よ
 

う
 。
 

ら
、
 神
の
問
い
が
 浮
び
 上
っ
て
く
る
。
 
ペ
 ゲ
ラ
ー
が
 
指
 

に
献
 げ
ら
れ
た
思
惟
の
究
極
的
な
位
相
を
こ
の
こ
と
が
 

右
は
常
に
こ
と
は
 へ
 の
 

途
中
性
を
免
が
れ
な
い
 

摘
 す
る
如
く
、
（
 

3
-
5
 
 

ハ
イ
デ
 

そ
れ
と
も
最
も
愚
か
し
 

示
し
て
い
る
と
私
に
は
 

こ
と
は
難
し
い
 
0
 撞
着
 

「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
 

前
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ハイデ   ガ一 

ょ 推 せ 
リ ヤ ま ろ 

で 有 れ 
も の て 
あ ト い 

る ポ る 
。 ロ と 

そ ギ 盲 

の l え 

た と よ 

よ な う 

り る 。 
6% 0 こ 
秘 こ の 

密 れ こ 

な は と 

る 有 もよ 

も と 感 

謝が のの 人間 

開 本 志 
頭 貫 惟 
で と て   
あ が る 

、ると 適合 り 

と す 思 
も る 士佳 

に そ が 

隠 の 感 
蔽 場 謝 
で な で 

も 究 あ 
あ 明 る 
る す ょ 

。 る ． う 

そ こ な 
の と 位 
よ て   ト皆 

ぅ あ に 
に る お 

有 。 い 

自 そ て 
鼻 の 成 
が ト 就 
動 ポ す 
く ス る 
か は 。 

ら 一 そ 
。 つ こ 

人 の で、 

間 た 思 、 
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ガ
 ー
の
有
の
間
い
は
、
そ
の
原
初
に
お
い
て
は
や
く
も
 神
 0
 間
い
に
連
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
 し
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 、
有
 

を
 神
と
同
一
視
し
て
は
い
な
い
。
こ
こ
に
も
決
定
的
差
 別
 が
あ
る
。
と
は
い
え
ど
も
、
神
は
性
起
を
一
つ
の
場
 と
 し
て
現
成
す
る
の
で
あ
 

り
 、
そ
の
限
り
で
有
と
い
う
神
の
 0
 年
 よ
の
 ぎ
ぎ
 の
で
 あ
る
。
 

 
 

神
々
す
ら
も
命
運
に
属
す
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
 神
 が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
経
験
さ
れ
 ぅ
る
 。
そ
の
神
を
前
に
 し
て
、
歌
い
踊
り
 供
 

儀
 も
さ
さ
げ
ら
れ
 ぅ
る
 。
「
・
・
・
…
哲
学
の
神
、
即
ち
 

自
 己
 原
因
と
し
て
の
神
を
放
棄
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
 神
 
無
き
思
惟
は
ひ
ょ
っ
と
 

す
る
と
神
人
し
ぎ
神
に
 、
 よ
り
近
し
力
も
し
れ
な
し
」
 

，
、
、
、
 

（
 
5
 
4
 ）
 
0
 」

の
神
無
 き
 思
惟
と
言
わ
れ
る
も
の
こ
そ
、
形
而
上
学
の
 耐
忍
の
位
階
の
思
惟
で
 

あ
る
。
こ
の
も
と
で
、
神
の
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
上
等
 り
が
恵
ま
れ
る
。
 有
 と
右
る
も
の
と
の
戸
主
 の
 
（
Ⅱ
 
肢
ゅ
に
 よ
り
入
り
来
た
っ
た
 神
 

（
 
有
 ・
 神
 ・
論
の
神
）
を
放
棄
し
 、
 逃
れ
隠
さ
れ
た
相
の
 神
性
を
想
い
致
す
思
惟
に
は
、
や
が
て
回
帰
し
到
来
せ
 ん
と
す
る
神
性
を
待
望
 

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
 脱
 ・
存
の
境
 位
 に
お
い
て
の
有
の
経
験
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
 

性
起
の
場
に
お
い
て
神
が
経
験
さ
れ
 ぅ
る
 。
そ
れ
 故
 
「
 神
 が
生
き
て
い
る
か
、
死
ん
で
い
る
か
は
宗
教
心
に
 ょ
 っ
 

 
 

「
神
が
神
で
あ
る
か
ど
う
か
は
有
の
木
。
 
コ
 降
の
甘
 
ゆ
 （
 
ざ
コ
 に
 ょ
 り
、
し
か
も
そ
の
内
部
に
お
い
 て
 性
起
す
る
。
」
と
 

（
 
6
 
5
 

）
 
=
@
 

わ
れ
る
。
 

申
注
宰
汐
ぎ
 ・
 甲
性
 ま
 い
臼
 
（
と
言
わ
れ
る
如
く
に
 、
 甲
 四
 %
 の
ぎ
臼
の
 Q
 年
 と
も
言
い
え
よ
う
。
し
か
し
 こ
の
よ
う
に
三
口
 
っ
も
 
に
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
贈
与
す
る
八
 %
 Ⅴ
に
つ
い
て
 何
 か

を
言
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
遣
わ
さ
れ
 
た
も
の
の
有
る
こ
と
を
そ
の
 



主
 
;
 

（
Ⅰ
）
 呂
芭
 
Ⅱ
（
 
@
 
コ
 目
の
 
@
 
由
の
内
の
 

0
 い
 %
 由
緒
り
の
「
）
ぎ
の
 

目
 Ⅰ
印
の
岸
 

コ
隼
宙
 
@
 
ヨ
日
色
・
こ
ヱ
 
臼
 り
の
「
 

-
 
ぎ
 ・
Ⅰ
㏄
 

ず
 「
 
サ
 u
c
 
す
 Ⅰ
 
ゆ
ロ
 
㏄
Ⅰ
の
中
り
の
の
 

（
 2
 ）
 ミ
 ・
目
色
 
隼
 0
 
㏄
抽
の
 

グ
 @
F
@
 

宙
 ・
 
，
の
 
・
 P
 
Ⅱ
 

（
 3
 ）
 
弔
 n
@
 
の
ら
 
ユ
 0
 
オ
 再
び
）
 

4
0
 

「
（
 

@
 
コ
 ・
の
 
曲
ヨ
 
（
「
 

@
n
 
下
 0
%
0
 

Ⅱ
左
の
・
 

パ
帝
 @
 
コ
 の
の
円
仁
（
 

田
 
㏄
 ぃ
ユ
 
e
 
Ⅱ
 下
 絹
の
的
の
 

す
 の
（
の
円
仁
（
 

円
 
㏄
 笘
 Ⅱ
Ⅱ
 セ
り
ユ
い
 

の
 ヒ
ペ
 
・
 内
 0
 プ
目
 
す
の
 
ヨ
ヨ
 0
%
.
 

日
の
轄
の
）
 

は
下
 
宙
 の
毛
と
略
記
す
る
。
 い
 Ⅰ
 せ
 （
，
 
紳
 A
o
o
h
 

（
 4
 ）
 ミ
 @
0
 
）
Ⅱ
幅
が
 

臣
幅
 の
り
 
す
 い
 宙
 。
毛
が
 
ゴ
由
 
（
・
 -
 
、
由
ウ
目
隼
の
ユ
ぎ
 

の
 C
 ず
 り
Ⅱ
 
の
 
の
 （
 
む
仁
コ
の
宙
 

0
 の
の
 0
 づ
ゴ
 
0
 村
 （
の
の
Ⅰ
 

-
 
コ
 C
 す
の
へ
下
 
0
 ）
隼
の
「
 

-
-
 

コ
 ・
（
 
弓
 Ⅱ
 
曲
 コ
 カ
め
仁
 

「
（
 
卜
 
P
e
 
ミ
 ：
 ぎ
 の
の
 
目
 

せ
の
ぺ
 

l
a
 
の
 ，
ト
ゆ
ド
 

0
 ）
の
・
 
め
ト
 
の
 

ハ
 5
 ）
 
七
ペ
 
・
の
。
す
い
卸
の
毛
 

曲
ヲ
 
年
ダ
 ヨ
 @
 
ら
 ・
・
の
・
の
 

ト
ゆ
片
 

（
 6
 ）
宙
の
毛
 し
隼
 
・
 せ
 ・
の
め
 

P
o
 

め
 

ハ
 7
 ）
 
目
く
 
・
の
り
 
す
 い
 年
 。
毛
の
目
口
 

ダ
 二
し
曲
の
㏄
二
年
年
 

0
 
Ⅰ
 0
 
Ⅹ
 N
 
り
コ
 
（
）
 

@
n
 
す
 。
 
コ
め
 い
け
コ
ヴ
 
m
@
 
田
田
 
ウ
 
（
 
ら
の
 
（
）
 
@
 
コ
 こ
目
 出
ウ
ド
年
ゆ
 

Ⅱ
）
 
@
 
臣
 Ⅰ
の
 
下
 Ⅱ
 
ヴ
 目
の
下
ト
 

ゆ
臼
 
N
.
 の
 Ⅰ
ー
 
ト
 
の
 

ノ
サ
 ー
 デ
 ヴ
ァ
ル
 ト
 は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
 離
心
 軌
道
 を
 、
人
間
の
自
己
陶
冶
の
道
の
 シ
ソ
ボ
ル
 と
し
て
理
解
し
て
い
 る
 （
四
頁
）
。
 

こ
の
軌
道
は
二
つ
の
力
（
遠
心
力
と
重
力
）
に
よ
っ
て
駆
ら
れ
て
 
い
 る
と
述
べ
る
。
そ
れ
故
に
必
然
的
に
弧
線
を
描
く
こ
と
と
な
 る
 。
こ
こ
で
は
 

が
 純
粋
に
結
晶
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
の
一
つ
の
証
 し
と
な
る
。
有
は
そ
こ
に
宿
り
、
そ
し
て
立
ち
去
る
。
 

最
終
的
に
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
向
か
い
合
っ
た
根
拠
を
絶
し
 た
 深
淵
か
ら
の
発
現
に
対
し
て
、
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
 @
 
 

よ
、
 

こ
の
こ
と
 

は
こ
と
ば
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
が
実
は
誠
に
単
純
 な
こ
と
、
純
一
無
雑
な
こ
と
の
故
に
、
か
え
っ
て
こ
と
 ば
を
拒
絶
す
る
か
の
 如
 

き
も
の
で
あ
る
。
お
の
が
胸
の
う
ち
の
た
か
ま
り
に
つ
 い
て
い
か
ぬ
こ
と
ば
に
対
し
て
へ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 が
抱
い
た
 も
ど
か
し
さ
も
ま
た
 真
 

実
で
あ
ろ
う
。
彼
の
心
の
内
に
響
く
こ
と
ば
が
、
こ
と
 ば
 と
な
る
た
め
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
熟
練
を
要
す
る
こ
と
だ
 ろ
 う
 @
 
 し
か
し
ど
れ
 

ほ
ど
の
手
練
の
技
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
ま
や
か
な
関
係
 の
さ
り
げ
な
い
こ
と
ば
へ
の
定
ま
り
に
と
ど
か
 ぬ
と
し
 た
ら
 !
 
「
こ
と
ば
が
 来
 

り
て
、
こ
と
ば
と
な
る
。
」
こ
の
こ
と
は
誠
に
至
難
の
事
の
 

よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
ま
た
実
に
た
や
す
い
事
の
よ
 う
 で
 も
あ
る
。
こ
れ
は
余
り
 

に
こ
ま
や
か
な
生
き
生
き
と
し
た
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
 古
来
よ
り
宗
教
の
事
柄
で
な
か
っ
た
ろ
う
か
 ヮ
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面
の
顔
が
あ
る
 よ
う
 に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
実
存
は
そ
の
根
木
 租
 に
お
い
て
迷
い
の
う
ち
に
あ
る
。
 

2
2
 

（
 四
 ）
目
の
 ミ
 ・
 め
隼
づ
 （
・
の
・
も
い
の
 

 
 
 
 

（
 銘
 ）
 
ヲ
日
 
・
目
色
 由
 の
 沖
 ㎎
の
 

r
.
 

め
 ・
 叫
 ・
の
・
Ⅰ
 
0
 ㏄
 

 
 

 
 

（
 お
 ）
 

授
ぎ
 コ日
・
 @
F
@
&
.
 

の
Ⅰ
 し
 
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 舛
 ）
㏄
 0
%
 
り
下
（
）
 
0
 ヨ
り
コ
 
a
.
 叫
 o
P
 
隼
 O
 「
 
P
@
 
コ
岸
 コ
リ
宙
の
三
の
的
 

ゆ
 0
1
 （
 
い
申
 
ユ
リ
ブ
、
 
Ⅱ
「
 
ゑ
ヴ
 E
 「
 
的
 ブ
ロ
・
中
巳
 ド
コ
ヱ
 
の
 せ
 の
 ユ
 の
的
 ト
 0
 旬
 ト
 ）
の
 
ト
か
 
 
 

（
 お
 ）
宙
の
黒
し
ロ
 
=
 の
・
 P
 の
 ト
 ・
詩
人
の
二
重
 牲
 は
へ
ル
ダ
ー
 
リ
ン
の
詩
作
の
基
調
を
な
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
「
 唯
 一
者
」
の
初
稿
の
結
尾
 

に
お
い
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

ハ
花
）
 巴
づ
ロ
 
ご
の
 目
曲
 
-
 
破
り
こ
目
色
 の
億
 
。
Ⅱ
 
セ
く
 
0
 Ⅱ
 
オ
 の
り
の
戸
田
の
り
 

オ
 0
 の
Ⅱ
の
 
で
 Ⅱ
㏄
 
い
 す
の
 
，
 （
 
ヲ
ミ
仁
目
 

ぃ
す
。
 
コ
、
り
 
。
 目
仔
 
の
 り
ゴ
 
の
Ⅰ
円
が
の
 

0
 ず
 0
 コ
す
目
ぃ
オ
つ
 

0
%
 
ぃ
沖
ト
 
ゆ
べ
 
の
）
の
・
い
の
 

（
 却
 ）
目
の
 ミ
 ・
い
印
 ゼ
 H
.
 

の
・
 

ト
の
肚
 

（
 恭
 ）
 
呂
 ・
 屈
臼
宙
 の
ゆ
 
幅
浅
 ・
二
白
Ⅰ
。
 
臣
 ぎ
の
 已
 「
宙
の
娃
 
コ
宙
甘
 @
 
日
日
出
 ・
 中
 
S
 
 注
 

（
 鴉
 ）
 
ワ
い
 き
ヰ
日
・
日
 @
5
%
 

卜
 し
・
 
ソ
 ソ
デ
イ
は
こ
の
藍
下
 を
 芸
術
家
の
技
 備
 と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ト
ー
ン
の
関
係
の
 う
ち
で
互
い
に
一
つ
に
 

な
っ
て
い
る
生
を
詩
の
う
ち
に
示
す
わ
ざ
と
考
え
て
い
る
。
 

（
㏄
）
 ソ
 ロ
・
 
ま
の
 @
 
ら
 0
 沖
洩
の
 
「
・
 
い
仁
 
Ⅰ
の
の
 
@
 
臣
の
Ⅱ
「
 

ぃ
 ㏄
の
・
 
年
 「
 @
 （
 
0
 尼
仁
 h
-
 
：
 八
ロ
Ⅱ
 

簿
コ
オ
 
片
目
Ⅱ
 

円
 p
.
 呂
 ・
 せ
 @
 
（
 
目
 
0
 弓
 @
0
 
パ
 -
0
 
の
 任
ゅ
 
Ⅱ
 
ヨ
 p
 コ
コ
 Ⅰ
の
の
 

ぺ
 ）
 の
 
づ
 h
.
 

ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
は
 ュ
 

ソ
ガ
 ー
の
線
を
八
こ
え
て
Ⅴ
に
対
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
線
の
 う
 ち
ほ
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
注
視
す
る
こ
と
を
説
く
。
も
ち
ろ
ん
 @
 
し
か
り
線
と
は
 二
 

ヒ
リ
ズ
ム
情
況
を
言
う
。
 

（
 臣
 ）
㌧
・
の
 

N
O
 

コ
 p
@
.
 
ぎ
 @
Q
.
-
 

の
 ・
 P
 ）
 O
 

（
㏄
）
 ヲ
芦
ヱ
の
 @
 
り
の
 
幅
 ぬ
の
「
。
 

毘
ヲ
や
 の
 
き
 

（
 慈
 ）
 
ヲ
 （
・
叫
の
日
 
0
 幅
 ㎎
 0
 「
。
 
目
 O
P
 

ハ
ミ
 

ひ
 幅
の
・
 
セ
 @
O
 
Ⅱ
 斤
 
0
 下
 け
 h
P
 

：
ハ
田
Ⅱ
 

斡
 コ
オ
 
片
ロ
Ⅱ
 

ヰ
 p
.
 ミ
 ・
メ
ト
 
@
 
（
 
侍
 
0
 「
 @
o
 
本
 -
o
 
の
 
叶
 
e
 Ⅰ
 ヨ
 い
目
コ
・
 
ト
の
 
の
㏄
）
の
・
の
 

ト
 。
 
口
養
 
と
 略
記
す
る
 

（
 田
 ）
 
呂
 ・
 ロ
の
 @
 
宙
の
㏄
㏄
の
「
・
と
 

@
p
 

の
㌃
（
宮
の
（
 

麓
づ
す
セ
 

ム
 ガ
グ
 い
の
 
ゴ
臣
 
（
 
0
 ぺ
 
円
仁
 

f
-
 

：
（
Ⅱ
Ⅰ
 

曲
コ
オ
 
Ⅱ
 
由
 Ⅰ
 
白
 p
.
 ミ
 ・
 ン
ト
 
-
 
（
（
 
O
 迅
 P
O
 田
ハ
 
）
 
0
 の
庁
の
Ⅰ
 

ヨ
ぃ
コ
コ
 
・
 お
 ⑦
）
の
 

濱
 ・
以
下
 

韻
 @
 乙
と
 略
記
す
る
。
 

（
 舖
 ）
 
審
 ・
出
の
 @
 
宙
 0
%
 
㏄
 e
 （
・
 
む
ヴ
 の
Ⅱ
 年
 。
 臣
ま
 E
 日
が
 コ
 @
 
の
ヨ
 
仁
の
・
（
 
弓
 Ⅱ
 
の
コ
 
k
f
u
 

「
（
 

a
.
 

目
 ・
ま
ま
。
 由
 0
 俺
 0
 の
（
の
 

ぺ
ヨ
ぃ
目
 。
お
お
）
四
生
 

以
下
下
㌍
 ョ
 ・
と
略
記
 

す
る
。
 

（
㏄
）
柿
原
 篤
弥
 、
「
根
拠
設
定
「
い
つ
の
日
に
か
」
、
ハ
イ
デ
 

ガ
｜
 理
解
の
途
上
で
」
実
存
主
義
六
九
号
昭
和
四
十
九
年
七
二
 ｜
 八
四
頁
、
特
に
七
八
 

頁
 、
八
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
 
諺
 ）
 p
.
p
.
 

。
 

（
㈱
）
 

0
.
 

署
 沌
の
）
の
 

r
.
 
ビ
ぎ
 ：
が
い
き
・
真
理
と
世
界
と
の
 接
 ム

ロ
構
造
を
問
 
う
 思
惟
に
と
っ
て
は
神
の
問
い
は
必
然
で
あ
る
と
 ヘ

 ゲ
ラ
ー
は
言
 う
 。
 

（
 
弘
 ）
 目
 ・
下
の
 
@
 
巨
 
0
 ㏄
斡
の
（
・
Ⅰ
 

年
 
0
 臣
 （
 
@
 
斤
ぃ
 

ヰ
目
 コ
隼
 
し
ま
 0
 Ⅰ
 
0
 コ
 
N
 
、
べ
 
T
 Ⅰ
 

宮
中
 仁
臣
 
：
（
㌧
Ⅰ
 

u
-
-
 

ぎ
 匝
の
 
コ
 
・
 せ
 e
 
「
）
の
的
の
由
 

コ
 （
の
～
 

之
 e
s
 
オ
の
 
。
 ト
ゆ
い
 

Ⅱ
）
 

の
 ・
の
り
 

（
 
俺
 ）
 呂
 ・
目
の
日
の
め
的
の
 

r
.
 
円
 ・
 ホ
 ・
 ぴ
か
 の
 

（
㏄
）
 

p
.
p
.
O
 

（
な
お
、
本
稿
で
の
引
用
に
際
し
て
は
ロ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
 ら
 河

田
書
房
新
社
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
 い
 た
 じ
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所
謂
世
俗
化
現
象
の
進
ん
だ
時
代
に
お
け
る
宗
教
の
復
 

権
へ
の
手
懸
り
と
し
て
「
宗
教
の
出
会
い
」
の
問
題
を
と
 

り
あ
げ
る
気
運
が
 
昂
 

さ
っ
て
い
る
。
 
又
 、
広
く
・
「
文
化
の
比
較
」
や
「
思
想
 

の
 比
較
」
が
急
務
の
課
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
も
す
る
。
 

仏
 数
 に
関
し
て
、
そ
れ
を
 

広
く
「
思
想
」
と
し
て
自
由
な
立
場
か
ら
考
察
す
る
 

視
 点
も
確
立
さ
れ
つ
っ
あ
る
が
、
そ
の
 

ょ
う
 な
自
由
な
入
仏
 
教
 思
想
Ⅴ
を
更
に
現
代
 

に
お
け
る
経
験
を
媒
介
し
た
新
た
な
「
神
学
（
教
学
）
 

し
 に
ま
で
 昂
 め
る
と
い
う
視
点
は
未
だ
十
分
に
は
 

押
 え
 ろ
 れ
て
い
な
い
と
い
え
る
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
世
 

界
 に
お
い
て
意
欲
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
異
質
な
る
も
 

の
 」
を
自
ら
の
真
理
 
契
 

機
 と
し
て
取
り
込
み
な
が
ら
自
ら
を
「
神
学
化
」
し
て
 

い
こ
 う
 と
す
る
よ
う
な
試
み
、
即
ち
 
、
 「
 
み
 
示
教
の
出
会
い
 
」
と
い
う
状
況
の
下
で
 

た
 な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
 
0
 入
仏
教
思
想
Ⅴ
が
 

本
来
「
宣
教
」
の
対
象
と
な
る
べ
き
「
異
質
な
る
も
の
」
 

現
代
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
「
神
学
」
に
ま
で
ど
の
よ
 

う
 

さ
え
を
も
自
ら
の
真
理
契
機
と
し
て
い
こ
 

う
 と
す
る
よ
 な

過
程
を
経
て
形
成
さ
 

う
 な
大
胆
な
試
み
は
 
禾
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一
 、
仏
教
に
お
け
る
「
神
学
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
 

二
 、
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
出
会
わ
れ
て
い
る
も
の
 1
1
0
 口
 （
。
 
（
 
ず
の
 
0
 ）
 
o
 ㎎
 @
o
 

三
 、
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
の
「
存
在
と
し
て
の
神
」
 

エ
 ピ
ロ
ー
グ
 

一
局
 

回
 

信
良
 

入
仏
教
に
お
け
る
「
神
学
」
Ⅴ
の
 
町
 能
 性
を
巡
る
一
試
論
 



  

ろ は は 教 の い 
なじなに る らい、 意 味 「 押入草ども論 方神 

」     
れ 題 れ 

と で い え       
う な の の れ で ト げ 持 で な う あ 
も ら 八 表 る る 教 で っ あ ら も る 
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仰 の聖諭 「 はぅる のあ で 学 宗仰用 

  

  
仏 
教 
l 
お 

l 叶ノ 

る 

神 「 
学 

  
と 
(@ 

う概   
@ 己 培 

｜ 
つ 

毛 Ⅰ 

て 

し れ 
ひ ま ろ 

か め 

り で   
つ ろ 

て う 

み か 
よ 

う と ⅡⅡ 

と 論 
す は 
る 仏 
も 教 
の 的 
で、 伝 
あ 統 
る が 二 

  
「 
出 
ム 本 
  
て 
」 

  
る 

も 
の 

Ⅴ @ ヒ 

つ 
  
て 

の 
  
考 
察 
を 
通 
し 

て 
そ 
の 

よ 

づノ @ @ 
な 
課 

題 
の 

周 
辺 
を 
、ノ Ⅱ 
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実
践
的
立
場
か
ら
も
八
学
Ⅴ
を
論
じ
る
理
論
的
立
場
か
 

ら
も
極
め
て
鋭
 
い
 批
判
が
向
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
 

は
 、
宗
教
の
本
来
の
姿
 

で
あ
る
信
仰
と
い
う
も
の
は
優
れ
て
実
践
的
に
の
み
 

顕
ら
 か
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
、
学
的
に
表
現
さ
れ
 

る
も
の
で
は
な
い
と
い
 

う
 極
め
て
こ
と
が
ら
に
か
な
っ
た
側
面
か
ら
の
批
判
で
 

あ
る
。
そ
れ
は
、
だ
か
ら
、
信
仰
の
入
学
Ⅴ
的
表
現
を
求
 

め
る
試
み
が
極
め
て
 
苦
 

し
い
議
論
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
所
以
で
も
あ
ろ
 

ぅ
 。
そ
れ
故
、
「
神
学
」
に
お
け
る
入
学
性
Ⅴ
を
考
え
よ
 

ぅ
 と
す
る
際
に
は
、
 そ
 

れ
は
近
代
に
お
け
る
よ
う
な
科
学
的
入
学
性
Ⅴ
で
は
な
 

く
 、
ス
コ
ラ
学
に
お
け
る
モ
ッ
ト
ー
が
「
知
解
を
求
め
る
 

信
仰
」
片
田
 

e
s
 

宅
お
 ・
 

（
の
 
コ
 の
 ぃ
 
三
色
）
の
の
官
権
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
神
学
」
の
 

八
 字
性
Ⅴ
は
あ
く
ま
で
も
信
仰
に
立
つ
時
の
 

、
 自
ら
が
 依
 っ
て
立
っ
て
い
る
と
こ
 

ろ
の
信
仰
の
根
拠
（
 
ラ
 チ
オ
）
に
内
在
し
て
い
る
論
理
的
 

体
 系
性
 の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
 
又
 、
 

あ
る
い
 は
 、
本
来
実
践
に
お
い
て
優
れ
て
真
理
性
を
も
 

っ
 も
の
を
な
ぜ
敢
え
て
「
論
理
化
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
の
か
、
又
、
本
来
そ
 

論
 
れ
は
不
可
能
で
は
な
い
の
か
と
い
う
厳
し
い
反
論
 

に
 絶
え
ず
さ
ら
さ
れ
だ
が
ら
も
、
「
理
性
」
の
持
っ
優
れ
 

た
 思
弁
性
は
信
仰
と
い
う
こ
 

 
 

縞
 
と
が
ら
に
不
可
分
離
的
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
 

あ
り
、
「
論
理
」
の
根
源
性
は
「
信
仰
」
と
い
う
こ
と
が
 

ら
に
も
即
し
た
も
の
に
他
な
 

舷
 
う
な
い
と
い
う
こ
と
が
目
撃
さ
れ
る
時
に
「
神
学
 

」
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 
そ
 

可
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
神
学
」
は
如
何
な
る
古
木
 

ヒ
ヒ
 

教
口
 

，
 

に
お
い
て
も
、
単
に
自
ら
の
教
義
の
整
ム
ロ
的
論
理
的
表
現
 

と
し
て
の
神
学
を
超
え
て
、
 

ム
目
 

翔
 

「
信
仰
」
「
理
性
」
と
い
う
こ
と
が
ら
に
対
す
る
 

自
 ら
の
直
観
的
表
現
を
異
な
る
宗
教
的
伝
統
に
対
し
て
も
 

、
又
、
哲
学
的
伝
統
に
対
し
 

 
 

畔
 
て
も
互
い
に
理
解
可
能
な
仕
方
で
の
表
現
に
も
た
 

ら
す
べ
き
で
あ
る
と
い
分
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

げ
る
扱
て
 、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
神
学
」
は
 

仏
 数
 に
お
い
て
、
又
、
仏
教
的
伝
統
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
 

あ
り
方
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
 

お
か
。
入
仏
教
に
お
け
る
「
神
学
」
Ⅴ
と
は
、
「
神
学
」
 

が
 
片
田
 
8
 
%
 お
 お
コ
 
の
 ぎ
 （
の
 

F
p
 

の
の
 

汀
 日
を
原
則
と
す
 る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

ら
か
く
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ま
 

趨
 

「
仏
の
教
え
」
が
「
仏
の
教
え
し
と
し
て
 

顕
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と
 呼
ば
れ
る
も
の
が
存
し
て
お
り
、
壮
大
な
体
系
を
形
 成
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
を
敢
え
て
「
神
学
」
・
 
と
呼
 ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

必
然
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
は
す
ぐ
に
 換
 起
さ
れ
 る
 疑
問
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
単
な
る
名
称
と
し
て
は
、
 又
 、
本
来
的
に
も
宗
学
 あ
 

る
い
は
教
学
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
 ま
 ず
 、
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ば
れ
 て
 ぎ
た
と
こ
ろ
の
営
み
 

は
 は
あ
る
種
の
閉
塞
性
、
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
 諸
 概
念
が
八
新
し
い
Ⅴ
時
代
の
現
実
認
識
に
十
分
に
は
 媒
 介
し
き
れ
て
い
な
い
も
 

ど
か
し
さ
と
で
も
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
感
じ
と
ら
 れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
丁
度
、
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
 は
 哲
学
に
お
け
る
中
世
 

ス
コ
ラ
学
が
近
代
に
お
い
て
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 っ
た
 非
難
の
対
象
に
な
っ
た
よ
う
な
一
種
の
煩
 鎖
性
 、
 閉
塞
性
が
か
も
し
出
さ
 

れ
て
い
る
こ
と
を
多
く
の
人
々
が
感
じ
と
っ
て
い
る
こ
と
 も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
感
じ
と
ら
れ
て
い
る
閉
塞
性
 は
 、
簡
単
に
い
え
ば
、
 

壮
大
な
教
義
の
論
理
体
系
が
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
 一
 定
 程
度
自
明
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
近
代
的
 な
 自
由
の
自
己
意
識
に
 

よ
っ
て
媒
介
さ
れ
 ぅ
 る
よ
う
な
通
路
が
見
い
出
さ
れ
て
い
 な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 又
 、
そ
れ
は
、
仏
教
に
お
 

げ
る
宗
教
性
表
現
の
姿
勢
が
所
謂
悟
性
論
理
を
排
し
、
 &
 
示
教
的
実
践
の
立
場
か
ら
の
表
現
に
向
い
て
お
り
、
又
、
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
 

現
わ
れ
る
よ
う
な
所
謂
宗
教
と
哲
学
の
緊
張
関
係
を
む
 し
ろ
解
消
し
、
両
者
を
止
揚
、
融
合
化
す
る
よ
う
な
傾
向
 を
 右
し
て
い
る
と
こ
ろ
 

に
 、
所
謂
 八
 哲
学
か
ら
神
学
へ
Ⅴ
あ
る
い
は
 八
 哲
学
で
ほ
 な
く
神
学
を
Ⅴ
と
い
っ
た
緊
張
し
た
「
神
学
化
し
と
い
 >
1
,
,
 

も
の
が
鋭
く
は
要
請
 

さ
れ
な
い
 為
 、
あ
る
い
は
不
必
要
な
為
で
あ
る
の
か
も
 し
れ
な
い
。
そ
の
 ょ
う
 な
事
情
は
「
宣
教
」
の
宗
教
、
「
 
啓
示
し
の
宗
教
と
は
 異
 

な
る
「
 覚
 」
の
宗
教
の
独
自
性
の
発
現
と
い
わ
れ
る
べ
き
 も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
た
と
え
 そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
 

そ
の
独
特
の
論
理
が
常
に
新
た
な
状
況
に
媒
介
さ
れ
な
 が
ら
教
義
と
し
て
再
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
 神
 学
 化
」
は
不
可
避
な
の
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
伝
統
的
な
教
義
体
系
の
 論
理
が
新
た
な
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
直
さ
れ
て
い
く
 よ
う
な
柔
軟
さ
は
常
に
 

求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

現
在
、
仏
教
が
自
由
な
決
断
の
場
に
お
い
て
自
覚
的
に
 選
択
さ
れ
得
る
一
つ
の
「
思
想
」
「
哲
学
」
と
し
て
受
 け
 収
 め
ら
れ
る
と
い
う
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く 仏教における「神学」茅の 可能性を 
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歴 
史 
ン @ ヒ 

は な 大 

ぶ 
べ 
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と 
が、 

多 
  

  
え 

キ 

  
ス   
  Ⅴ 講 読 る れ の 
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こ
と
は
多
く
見
い
出
さ
る
。
た
と
え
ば
、
親
鸞
や
道
元
等
 が
 自
由
な
個
の
立
場
に
お
け
る
宗
教
的
実
存
の
共
存
在
 者
と
し
て
、
又
、
八
一
 

人
の
人
間
と
し
て
Ⅴ
深
い
共
感
を
得
ら
れ
る
人
物
と
し
 て
 受
 け
取
 め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
多
く
の
例
に
 よ
っ
て
明
ら
か
で
は
あ
 

る
 0
 し
か
し
、
こ
と
さ
ら
そ
の
 ょ
う
 な
限
定
が
な
さ
れ
た
 上
 で
広
く
八
哲
学
的
に
Ⅴ
入
仏
教
思
想
Ⅴ
と
し
て
解
釈
 す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
 

る
と
い
う
こ
と
は
所
謂
伝
統
的
数
学
の
論
理
体
系
、
表
現
 型
 態
へ
の
間
接
的
な
拒
絶
反
応
で
あ
る
と
い
わ
れ
な
 げ
 れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 

う
 。
確
か
に
あ
る
個
人
に
と
っ
て
は
伝
統
的
論
理
体
系
が
 現
在
に
お
い
て
も
時
代
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
 真
 の
 「
教
学
」
と
し
て
 
現
 

に
 存
在
し
得
て
い
る
と
し
て
も
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
は
 充
全
 な
あ
り
方
で
真
の
「
教
学
」
と
は
な
り
得
て
い
な
 い
 と
感
じ
取
ら
れ
て
い
 

る
と
こ
ろ
に
一
種
の
拒
絶
反
応
が
認
め
ら
れ
る
所
以
が
 あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

伝
統
的
教
学
が
現
代
の
状
況
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
を
 通
 し
て
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
「
仏
の
教
え
」
が
「
仏
の
教
 え
 」
と
し
て
 顕
 わ
れ
 

 
 

」
の
名
に
値
す
る
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
伝
統
 的
 教
学
は
そ
れ
を
荷
 い
 続
 け
 

ソ
 
チ
オ
 

罎
 
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
 サ
 「
真
の
教
え
」
に
違
い
 な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
「
私
に
と
っ
て
し
の
「
 真
 の
 教
え
」
の
理
を
明
ら
か
に
 

ま
 



教
 神
学
の
歴
史
に
お
い
て
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
「
 神
 学
 」
す
な
 ね
 ち
、
単
に
「
聖
な
る
教
え
」
と
し
て
の
信
仰
 の
 現
実
の
伝
統
に
と
ど
 

ま
ら
ず
、
自
ら
の
信
仰
の
内
在
的
論
理
を
「
 学
 」
と
し
 て
顕
 ら
か
に
せ
ん
と
す
る
営
み
が
積
極
的
に
な
さ
れ
た
の
 は
 所
謂
中
世
ス
コ
ラ
学
 

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
知
解
を
 求
め
る
信
仰
」
め
色
 e
s
 
 

曲
目
 

a
e
 

（
の
 
コ
 の
 ぎ
 （
の
 
目
 
）
の
 

ゑ
 年
日
で
 

あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
 

言
葉
 は
 ス
コ
ラ
学
の
父
と
称
さ
れ
る
カ
ン
タ
 べ
リ
 ー
の
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
由
来
し
て
い
る
 0
 そ
れ
は
彼
が
神
の
存
 往
 に
つ
い
て
の
明
確
な
 

（
 
つ
と
 

-
 

原
理
的
表
現
を
求
め
る
歩
み
の
原
則
的
な
姿
勢
と
し
て
 表
 わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
信
仰
す
る
理
性
的
（
 
a
u
 
ヴ
 の
口
 
隼
 0
 つ
の
 ぺ
コ
 
ニ
 %
 （
が
自
ら
 

の
 依
っ
て
立
っ
て
い
る
根
拠
の
内
在
的
論
理
を
顕
ら
か
に
 せ
ん
と
す
る
際
の
原
則
の
表
現
で
あ
る
。
 

「
神
学
」
と
い
う
概
念
は
信
仰
の
現
実
に
加
，
え
て
「
 
学
 」
 と
い
う
理
念
が
あ
っ
て
初
め
て
主
題
と
な
り
得
よ
う
が
、
 当
時
の
キ
リ
ス
ト
 

教
 神
学
者
達
が
出
会
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
 学
 」
 の
 理
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
由
来
し
て
い
る
と
い
わ
 れ
る
。
単
に
「
聖
な
る
 

教
え
」
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
そ
こ
か
ら
更
に
「
神
学
」
が
 問
わ
れ
た
の
は
、
信
仰
を
教
え
る
「
聖
な
る
教
え
」
が
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
 

意
味
で
の
 学
 
（
 ェ
ピ
 ス
テ
ー
ヌ
Ⅰ
、
す
な
 ね
 ち
、
「
 自
 明
の
原
理
に
も
と
づ
き
そ
の
上
に
構
築
さ
れ
た
、
必
然
的
 に
 妥
当
す
る
知
識
の
体
 

系
と
し
て
の
 学
 
」
（
 

3
 ）
た
り
得
る
か
が
問
わ
れ
た
か
ら
で
あ
 る
 。
ス
コ
ラ
学
の
代
表
者
で
あ
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
 を
 見
れ
ば
、
そ
の
神
学
 

大
全
第
一
間
第
二
項
に
お
い
て
学
を
「
知
性
の
自
然
 木
 性
的
な
光
の
も
と
に
知
ら
れ
る
原
理
」
か
ら
出
発
す
る
も
 の
 と
「
上
位
の
学
の
光
 

の
も
と
に
知
ら
れ
る
原
理
」
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
に
 分
 げ
 
「
聖
な
る
教
え
」
を
こ
の
第
二
の
意
味
で
の
 

字
 と
規
 走
 す
る
。
「
上
位
の
学
」
 

の
の
田
の
 

コ
 （
 
p
p
 の
 
由
 せ
の
 
臣
 0
8
 す
な
わ
ち
天
上
の
知
で
あ
る
「
 神
と
至
福
者
た
ち
の
 知
 」
の
の
円
の
洋
瓦
 
し
 由
里
 鮪
 p
d
o
 
～
 
け
 日
が
 啓
示
に
よ
っ
て
 伝
 

え
ら
れ
、
そ
れ
を
人
々
が
信
仰
に
お
い
て
受
け
取
る
の
 で
あ
る
が
、
そ
れ
が
原
理
と
な
る
学
な
の
で
あ
る
。
ト
マ
 ス
は
 、
又
、
そ
の
直
前
 

の
 項
で
、
「
自
然
理
性
の
元
の
も
と
に
知
ら
れ
る
も
の
」
 

を
 対
象
と
す
る
哲
学
的
 話
 学
問
の
一
部
門
と
し
て
の
 テ
 オ
ロ
ギ
ア
と
「
啓
示
の
 

光
 の
も
と
に
知
ら
れ
る
も
の
」
を
対
象
と
す
る
「
聖
な
 る
 教
え
」
と
し
て
の
 テ
 オ
ロ
ギ
ア
を
異
な
る
も
の
と
し
て
 分
け
て
い
る
が
、
そ
れ
 

が
 後
に
所
謂
自
然
神
学
、
啓
示
神
学
と
呼
ば
れ
る
 よ
う
 に
な
る
も
の
の
基
本
的
な
区
別
で
あ
る
。
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ず
に
哲
学
的
に
表
現
せ
ん
と
す
る
営
み
と
が
相
ま
っ
て
 

満
 た
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

に
 啓
示
神
学
と
哲
学
的
神
学
（
自
然
神
学
）
と
が
 

相
 共
働
 
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
の
 

 
 

 
  

 

え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
う
ち
自
然
神
学
と
は
本
来
啓
示
神
学
 

と
の
峻
別
の
中
で
現
わ
れ
て
 

ぺ
 
趨
 オ
ロ
ギ
ア
 
く
る
「
自
然
理
性
の
光
の
も
と
に
知
ら
れ
る
も
の
 

と
 名
づ
げ
た
も
の
に
源
を
も
つ
よ
う
な
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牡
が
 、
そ
の
 ょ
う
 な
問
題
意
識
が
「
神
学
」
形
成
の
 原
動
力
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
の
弁
証
と
い
 う
 
「
神
学
」
の
モ
チ
ー
フ
は
 

  ヒ
し
 

耐
八
 上
か
ら
の
神
学
Ⅴ
す
な
わ
ち
信
仰
に
固
有
の
真
 理
 を
そ
の
も
の
と
し
て
啓
示
的
に
教
理
と
し
て
表
現
せ
ん
 と
す
る
営
み
と
、
 
人
 下
か
ら
 

か
も
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
何
事
も
知
ら
れ
て
い
な
い
か
 

の
 如
く
、
し
か
も
明
白
な
理
性
と
真
理
と
に
よ
っ
て
 

人
 間
駒
本
性
は
 
、
 全
き
 人
 

間
が
 、
す
な
 ね
 ち
、
肉
体
に
お
い
て
も
霊
に
お
い
て
も
 

い
つ
か
は
不
滅
な
る
至
福
を
享
 

け
 楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
 
よ
う
に
と
い
う
、
そ
う
 

い
う
目
的
で
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
又
、
人
間
 

に
つ
い
て
そ
の
造
ら
れ
た
目
的
が
実
現
せ
ら
れ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
 

 
 

の
で
ほ
げ
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
か
つ
、
 

我
 々
が
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
 
信
 

ぬ
 
じ
て
い
る
す
べ
て
の
こ
と
が
必
然
的
に
実
現
せ
ら
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
等
し
く
証
明
し
」
 

よ
う
 と
し
て
い
る
の
で
あ
る
 

本
来
、
「
 
学
 」
と
し
て
の
「
神
学
」
を
形
成
す
る
モ
チ
ー
 フ
は
 信
仰
の
弁
証
で
あ
ろ
う
。
信
仰
の
事
実
の
真
実
性
 が
 既
に
信
じ
 

人
 に
も
、
 ス
、
 未
だ
信
じ
て
い
な
い
人
に
も
等
し
く
 妥
 当
 す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
共
通
の
言
葉
で
表
わ
す
こ
と
 、
弁
証
す
る
こ
 

ろ
 う
 。
そ
れ
は
、
 ち
、
う
 ど
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
「
何
故
 神
は
人
と
な
り
 結
う
 た
か
」
の
 u
 （
 よ
拐
ゴ
 。
 ョ
 。
に
お
 い
 て
「
あ
た
か
 

ス
ト
に
関
し
て
何
事
も
全
く
生
じ
な
か
っ
た
か
の
如
く
 、
 キ
リ
ス
ト
を
問
題
の
外
に
お
 き
 
Ⅰ
の
 
ヨ
 0
 （
 
0
Q
 目
 ず
 （
。
 必
然
的
理
性
で
 

（
 
4
-
 

如
何
な
る
人
間
も
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
こ
と
な
く
し
て
は
 救
わ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
所
以
を
証
明
し
」
 よ
う
 と
し
、
次
に
 、
 て

い
る
 

と
で
あ
 

も
 キ
 り
 

も
っ
て
 

「
あ
た
 



な
 存
在
論
的
な
弁
証
の
営
み
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
 で
き
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
に
お
い
て
「
単
な
る
理
性
の
限
 界
 内
に
お
け
る
宗
教
」
 

（
カ
ン
ト
）
や
「
自
然
的
宗
教
」
（
ヒ
ュ
ー
ム
）
等
の
議
論
 
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
め
背
後
に
「
神
学
」
的
 
モ
 チ
ー
フ
を
見
い
出
そ
 う
 

と
す
る
こ
と
は
哲
学
が
広
い
意
味
に
お
け
る
自
然
神
学
 と
 抱
え
ら
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
 又
 、
現
代
に
お
い
 て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
 

て
い
る
よ
う
な
「
宗
教
の
出
会
い
」
の
場
に
お
い
て
も
、
 そ
こ
で
は
実
定
的
な
宗
教
の
固
有
の
神
学
の
中
か
ら
 自
 白
 な
開
か
れ
た
立
場
、
 

自
ら
の
信
仰
と
は
異
な
る
信
仰
内
容
、
異
な
る
宗
教
性
 を
 自
己
の
真
理
契
機
と
す
る
よ
う
な
立
場
が
志
向
さ
れ
て
 い
る
と
い
う
点
で
自
然
 

神
学
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
 が
 何
ら
の
 実
 定
的
な
信
仰
内
容
を
も
前
提
に
し
な
い
最
も
 広
い
意
味
に
お
け
る
 自
 

然
 神
学
で
あ
る
と
い
え
る
の
に
対
し
、
「
宗
教
の
出
会
い
 
」
の
議
論
は
実
定
的
な
信
仰
に
立
ち
な
が
ら
異
な
る
 信
 仰
 、
宗
教
性
を
真
理
 契
 

機
 と
す
る
よ
う
な
自
然
神
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
 き
よ
う
。
 

他
方
、
八
上
か
ら
の
神
学
Ⅴ
の
可
能
性
は
現
代
に
お
い
 て
 「
神
学
」
を
大
胆
に
構
築
し
直
さ
ん
と
し
た
 ヵ
 ー
 ル
 
ハ
ル
ト
に
そ
の
一
つ
 

0
 例
が
見
 ぃ
 出
さ
れ
よ
 う
 。
彼
は
「
神
学
」
の
原
点
と
 も
い
う
べ
 き
 由
江
 
8
 
曲
 け
曲
 
e
 お
コ
 の
ぎ
不
二
の
の
日
日
に
立
ち
 
帰
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
 

（
 
5
 ）
 

す
る
 0
 彼
は
「
神
学
」
の
必
然
性
を
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
 プ
ロ
ス
 ロ
ギ
 オ
ン
の
第
三
早
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
 又
 、
ア
ウ
グ
ス
 チ
ヌ
ス
 

の
 伝
統
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
有
名
な
「
知
ら
ん
が
為
に
信
 ず
 」
 い
 （
の
 
隼
づ
巨
 ぎ
か
の
 

F
F
 

漏
の
目
の
中
に
見
い
出
す
。
「
 

信
じ
る
為
に
理
解
す
る
 

こ
と
を
求
め
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
知
解
せ
ん
が
 為
 に
 私
は
信
じ
る
」
之
の
 
Q
 仁
の
の
日
日
戸
口
 

燵
 e
 Ⅱ
 
O
 仁
井
の
Ⅰ
の
由
が
日
 

@
 
 
の
の
宙
の
Ⅱ
の
Ⅰ
 

0
 
 
目
 ヰ
 ト
ロ
・
 

（
 
ム
 
U
 
）
 

（
の
 
日
恩
ヨ
 
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
と
い
う
も
の
が
 根
 拠
を
理
解
し
て
初
め
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
 ょ
 う
 な
あ
り
方
を
し
て
い
 

（
 
り
 
1
 
）
 

る
も
の
で
は
な
く
、
「
信
じ
て
い
る
も
の
を
知
解
し
ょ
う
 
と
し
な
け
れ
ば
そ
れ
は
怠
慢
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
 

」
よ
う
に
、
信
仰
の
中
 

に
あ
る
限
り
、
自
ら
が
信
じ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
ょ
り
 ょ
 く
 理
解
し
た
い
と
望
む
姿
こ
そ
本
来
の
あ
り
方
で
あ
り
 、
そ
こ
に
「
神
学
」
の
 

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
 い
 え
 る
で
あ
ろ
う
。
信
じ
る
が
故
に
自
己
理
解
し
た
い
 0
 そ
し
 て
そ
の
自
己
理
解
は
更
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意
味
に
と
っ
て
、
あ
る
宗
教
に
お
い
て
そ
れ
が
有
し
て
 い
る
独
自
な
概
念
に
よ
ら
ず
に
そ
の
宗
教
の
信
仰
内
容
を
 表
現
せ
ん
と
す
る
よ
 う
 

 
  

 



く 仏教にお @ 学
 

神
 

r
 何

扱
て
 、入
仏
教
に
お
け
る
「
神
学
」
Ⅴ
の
要
請
と
 は
 、
仏
教
に
お
け
る
固
有
の
宗
教
的
経
験
の
表
現
で
あ
 る
 経
典
と
そ
の
解
釈
の
歴
史
 

 
 

の
 伝
統
的
権
威
と
し
て
の
教
学
が
現
代
に
お
け
る
経
験
と
 相
互
に
媒
介
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
 あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
 
伝
 

 
 
 
 

統
帥
教
学
に
と
っ
て
現
代
に
お
け
る
「
神
学
」
と
し
て
 の
 自
己
変
革
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
 同
時
に
、
現
代
に
お
 け
 

u
 

 
 

 
 

る
 経
験
の
根
底
に
潜
む
存
在
理
解
が
「
神
学
」
的
次
元
に
 ま
で
 昂
 め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
 。
と
こ
ろ
で
、
要
請
と
 

可
 

の
 

茅
 

二
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
出
会
わ
れ
て
い
る
も
 
の
 

0
 コ
 （
 
0
 （
 ぽ
の
 0 目
 
0
 的
ず
 

」
 

牡
 
に
は
見
い
出
せ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
現
わ
れ
て
 

き
 て
い
る
と
い
え
よ
 
う
 。
 

能
 

に
 悦
び
に
ま
で
 昂
 ま
る
の
で
あ
る
。
自
己
理
解
 
p
 仁
の
の
（
 

の
ぎ
ヰ
 の
 コ
 の
の
日
日
は
信
仰
そ
の
も
の
に
内
在
的
な
も
の
 で
あ
る
と
バ
ル
ト
は
 理
 

解
す
る
。
信
じ
る
が
故
に
必
然
的
に
自
己
理
解
へ
と
 進
 な
の
で
あ
る
。
「
神
学
」
の
目
的
は
決
し
て
人
間
を
信
仰
 へ
と
導
き
、
信
仰
へ
の
 

疑
惑
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
信
仰
の
悦
び
を
 表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
悦
び
の
表
現
 は
 ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
お
 

い
て
は
神
に
対
す
る
尽
き
る
こ
と
の
な
 い
 讃
歌
を
野
 す
，
 
」
と
で
は
な
く
、
極
め
て
醒
め
た
あ
り
方
で
 ラ
 チ
オ
を
 顕
 ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
現
代
に
お
け
る
「
神
学
」
の
可
能
性
が
求
 め
ら
れ
る
時
に
直
接
出
会
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
 ま
ず
何
よ
り
も
近
代
 

酌
人
字
性
Ⅴ
で
あ
ろ
う
 0
 ス
コ
ラ
学
に
お
け
る
ア
リ
ス
 ト
テ
レ
ス
的
「
 
学
 」
の
解
釈
に
対
す
る
特
に
自
然
学
の
分
野
 に
お
け
る
批
判
か
ら
 顕
 

ら
か
と
な
っ
て
ぎ
た
と
こ
ろ
の
近
代
的
人
（
 
科
 ）
単
性
Ⅴ
 は
 宗
教
の
世
界
に
お
け
る
人
間
理
解
、
世
界
理
解
、
 
存
 在
 理
解
に
対
し
て
極
め
 

%
 
 て
 重
大
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
 神

学
」
の
可
能
性
そ
の
も
の
に
決
定
的
な
疑
問
符
を
 
っ
 き
 つ
げ
 て
 ぎ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

陥
 
ま
し
て
、
直
接
的
に
は
そ
の
 ょ
う
 な
思
惟
と
は
 無
 縁
 で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
は
、
 そ
 れ
は
対
処
す
る
す
べ
を
容
易
 



し
て
は
そ
の
よ
う
に
一
言
で
表
現
さ
れ
よ
 う
 が
、
そ
の
よ
 う
 な
要
請
が
現
実
に
叙
述
さ
れ
、
実
現
さ
れ
得
る
か
と
 な
れ
ば
、
そ
れ
は
余
り
 

に
 困
難
な
も
の
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
は
単
な
る
課
題
の
 ま
ま
と
ど
ま
り
続
け
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
 ろ
 う
か
 0
 と
い
う
の
は
、
 

ま
ず
第
一
に
、
仏
教
の
余
り
に
も
多
様
な
歴
史
的
展
開
 の
 総
体
が
あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
 ょ
う
 な
仏
教
の
歴
史
 そ
 の
も
の
が
現
代
に
お
 け
 

る
 経
験
と
し
て
、
全
く
異
質
な
も
の
に
出
会
っ
て
い
る
 と
い
う
状
況
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 ぃ
 つ
 、
如
何
な
る
時
代
に
 

お
い
て
も
伝
統
的
な
も
の
は
新
し
い
経
験
に
媒
介
さ
れ
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
又
、
事
実
な
さ
れ
 
て
 ぎ
た
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
 ょ
う
 な
努
力
に
お
い
て
の
み
文
化
の
創
造
的
営
み
が
 あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
困
難
で
は
あ
っ
て
も
 、
現
代
に
お
け
る
「
 神
 

学
 」
と
し
て
の
「
教
学
」
は
求
め
ら
れ
 続
 げ
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
努
力
は
 、
ま
 ず
 仏
教
の
根
源
的
直
観
 

0
 表
現
で
あ
る
伝
統
的
概
念
を
現
代
に
お
い
て
我
々
が
 経
 験
し
て
い
る
舌
口
薬
 
で
 吟
味
し
直
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
 ぅ
 。
四
諦
八
正
道
、
三
 

法
印
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
釈
尊
に
よ
っ
て
直
観
、
 洞
察
さ
れ
た
真
理
表
現
か
ら
、
そ
の
後
長
い
歴
史
に
お
 い
 て
絶
え
ず
新
た
に
 解
 

釈
し
直
さ
れ
て
き
た
諸
概
念
に
至
る
ま
で
を
現
代
に
お
 げ
る
我
々
の
言
葉
に
よ
っ
て
追
思
索
、
追
体
験
し
て
い
か
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
他
方
、
現
代
に
お
け
る
経
験
を
反
 省
 ・
吟
味
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
現
代
に
お
け
る
存
在
 理
解
が
伝
統
的
概
念
に
 

内
在
さ
れ
て
い
る
経
験
へ
と
媒
介
さ
れ
て
 い
 か
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
論
は
、
し
か
し
 な
が
ら
、
主
と
し
て
後
 

者
の
課
題
を
巡
っ
て
如
何
な
る
も
の
に
仏
教
的
世
界
が
 
「
出
会
い
」
経
験
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
 如
 何
な
る
状
況
に
お
い
て
 

自
ら
を
「
神
学
化
」
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
極
め
て
限
ら
れ
た
考
察
で
あ
 る
 。
 

「
宗
教
の
出
会
い
」
の
問
題
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
が
 
、
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
「
出
会
わ
」
れ
て
い
る
も
の
 は
 単
に
宗
教
と
し
て
 

の
 キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
だ
け
で
ほ
な
く
、
 ョ
 ー
ロ
ッ
 

キ
リ
ス
ト
教
社
会
と
し
て
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
 出
 会
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

り
、
 更
に
は
そ
れ
の
本
質
と
し
て
の
「
存
在
と
し
て
の
神
 」
 0
 耳
 。
ま
の
 
0
 ざ
 性
の
が
出
会
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
 だ
ろ
う
か
。
単
に
「
 存
 

在
 」
だ
け
で
も
な
く
、
又
、
「
 神
 」
だ
け
で
も
な
く
、
 両
 者
が
不
可
分
離
の
も
の
と
し
て
の
「
存
在
と
し
て
の
神
 」
が
仏
教
的
世
界
に
と
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ぺ 仏教における「神学」茅の 可能性を巡る 一 試論 

ハ
 ・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
け
る
「
存
在
と
し
て
の
神
」
 

と
 同
等
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
 

や
 は
り
、
「
存
在
と
し
て
 

の
神
」
は
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
「
異
質
な
る
も
の
」
 あ
 る
い
は
「
未
経
験
の
も
の
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
 ろ
 う
か
 。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
存
在
と
し
て
の
神
」
と
い
う
表
現
 
は
た
だ
ち
に
所
謂
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
哲
学
と
神
学
 の
 歴
史
を
想
起
さ
せ
 

る
 。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
ヘ
ブ
ラ
イ
 ス
ム
 、
中
世
の
神
学
と
哲
学
、
そ
し
て
近
代
の
形
而
上
 学
等
 が
総
合
的
に
論
じ
 

ら
れ
る
よ
う
な
マ
ク
ロ
的
な
歴
史
観
を
想
起
さ
せ
る
。
 西
洋
の
哲
学
、
神
学
の
場
で
絶
え
ず
問
わ
れ
て
い
る
も
 の
は
「
存
在
（
有
る
も
 

の
 ）
」
と
「
 神
 」
で
あ
る
。
通
常
「
存
在
」
と
し
て
問
わ
 れ
る
も
の
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
流
れ
の
下
に
あ
る
「
 存
 在
 」
で
あ
り
、
「
 
神
 」
 

と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
内
 に
 現
わ
れ
る
「
 神
 」
で
あ
る
。
「
存
在
」
と
し
て
求
め
ら
 れ
て
い
る
も
の
は
ど
こ
 

ま
で
も
ギ
リ
シ
ャ
的
な
根
源
的
存
在
経
験
で
あ
り
、
「
 神
 」
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
 
ユ
 ダ
 ヤ
 、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
 

「
 神
 」
で
あ
り
、
聖
書
の
「
 神
 」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

特
 に
 近
代
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
別
々
の
場
で
 問
わ
れ
て
お
り
、
両
者
 

を
 同
一
の
場
で
論
じ
る
事
は
様
 表
 な
観
点
か
ら
拒
ま
れ
 て
い
る
。
哲
学
と
神
学
と
を
安
易
に
連
続
し
て
語
る
こ
と
 は
 時
代
錯
誤
的
で
さ
え
 

（
 
0
0
 

）
 

あ
る
 種
 両
者
の
間
に
は
深
い
溝
が
で
き
て
し
ま
っ
て
 い
 る
こ
と
は
し
ば
し
ば
証
言
さ
れ
て
い
る
。
「
哲
学
者
の
神
 」
と
「
信
仰
者
の
神
」
 

は
 峻
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

「
存
在
（
そ
の
も
の
）
と
し
て
の
神
」
は
周
知
の
如
く
 
、
 ギ
リ
シ
ャ
的
な
「
有
る
も
の
（
オ
ン
）
」
更
に
は
「
 コ
 ス
モ
ス
」
と
し
て
の
 

「
有
る
も
の
」
と
 
へ
 ブ
ラ
イ
的
な
万
物
の
創
造
主
で
あ
る
 と
こ
ろ
の
音
 釜
 ぬ
と
し
て
の
「
 神
 」
と
が
「
出
会
っ
た
」
 

と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
き
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っ
て
は
も
っ
と
も
異
質
な
る
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
て
い
 

 
 

は
、
又
、
「
 神
 」
を
問
う
八
，
補
講
」
Ⅴ
と
い
う
よ
う
な
も
 も
 

れ
な
い
が
、
「
存
在
と
し
て
の
神
」
を
問
 う
 よ
う
な
も
 
 
 

い
は
、
 
型
態
 上
も
内
容
上
も
同
質
の
も
の
が
見
い
出
さ
 れ
 も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
「
存
在
」
を
 問
う
存
在
論
と
し
て
 

の
は
何
ら
か
の
同
質
の
も
の
が
仏
教
の
歴
史
の
中
に
も
 見
 い
出
さ
れ
る
か
も
し
 

は
 同
質
の
あ
り
方
と
し
て
は
見
い
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
 か
ら
で
あ
る
。
あ
る
 

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
果
し
た
役
割
を
考
慮
 に
入
れ
れ
ば
 
ョ
 ー
ロ
ッ
 



存
在
す
る
も
の
の
「
根
拠
」
あ
る
い
は
根
拠
と
し
て
の
 

「
存
在
」
を
問
 
う
ょ
 5
 な
仕
方
で
は
論
じ
ら
れ
な
い
の
で
 

あ
る
。
そ
の
点
か
ら
 
見
 

「
存
在
」
（
「
有
る
も
の
」
「
 

オ
ソ
 と
で
あ
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
 
的
 要
素
が
昔
生
心
と
し
て
の
超
越
的
な
「
 

神
 」
だ
と
す
る
 と
 、
狭
義
の
「
 ョ
 ー
。
⑥
 

 
 

ッ
パ
 」
は
そ
れ
ら
 両
 要
素
を
併
せ
も
つ
と
こ
ろ
の
「
存
在
 

と
し
て
の
神
」
を
そ
の
木
質
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
 

い
 え
 よ
 う
 。
 

（
 
舟
 
Ⅰ
）
 

と
こ
ろ
で
、
「
存
在
」
を
ギ
リ
シ
ャ
に
、
「
 

神
 」
を
 へ
ブ
 -
 
ブ
イ
 に
自
明
の
如
く
帰
す
る
こ
と
に
対
し
て
注
意
を
促
す
 

議
論
が
あ
る
。
ヘ
ブ
 

ラ
イ
の
「
 神
 」
も
ギ
リ
シ
ャ
的
な
意
味
と
は
異
な
る
が
、
 

根
源
的
な
「
存
在
」
経
験
の
表
現
で
あ
り
、
固
有
の
「
 

存
在
論
」
だ
と
す
る
 
圭
 

張
 で
あ
る
。
そ
れ
に
 
ょ
 れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
存
在
論
、
 

オ
ソ
 ト
ロ
ギ
ア
に
対
し
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
存
在
論
は
 

ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
い
わ
 

れ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
の
「
 
神
 」
は
拙
ェ
ジ
 
ブ
 上
記
 3
.
 Ⅱ
に
 あ
る
よ
 う
 に
「
わ
れ
は
あ
り
て
あ
る
も
の
な
り
」
で
あ
 

る
 0
 そ
の
意
味
で
「
 
神
 」
 

経
験
は
固
有
の
根
源
的
「
存
在
」
経
験
で
あ
る
と
い
う
，
 

し
 と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
へ
ブ
ラ
イ
に
固
有
の
「
存
在
」
経
験
と
ギ
リ
シ
ャ
に
 

固
有
の
「
存
在
」
経
験
と
の
上
に
「
存
在
と
し
て
の
神
 

」
が
成
立
し
て
い
る
 

と
 言
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
存
在
と
し
て
の
神
」
は
 

E
.
 ジ
ル
ソ
ソ
 が
中
世
思
想
の
中
で
現
わ
れ
て
 
き
た
 「
 
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
」
の
 

本
質
的
要
素
と
看
 
倣
 す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
仏
教
 

的
 世
界
に
と
っ
て
極
め
て
異
質
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
 

き
よ
う
。
周
知
の
如
 

く
 、
釈
尊
は
所
謂
形
而
上
学
に
対
し
て
積
極
的
に
否
定
 

も
 肯
定
も
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
仏
教
の
歴
史
に
は
常
に
 

勝
れ
て
宗
教
的
実
践
 
へ
 

の
 関
心
の
優
位
が
存
す
る
。
仏
教
に
と
っ
て
の
最
大
関
心
 

事
は
ど
こ
ま
で
も
眼
の
前
に
存
す
る
現
実
の
「
 

苦
 」
 か
 ら
の
解
放
で
あ
る
 
0
 西
 

洋
の
哲
学
の
所
謂
認
識
論
、
存
在
論
に
相
当
す
る
よ
 

う
 

り
、
 決
し
て
「
有
る
も
の
」
「
有
る
こ
と
」
「
存
在
そ
の
 

に
お
け
る
人
格
神
で
あ
る
報
身
 

仏
は
 （
 
又
 、
法
身
 仏
も
 ）
 

な
 議
論
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
常
に
宗
教
的
実
践
と
の
 

旅
 

も
の
」
を
問
う
関
心
か
ら
で
な
い
こ
と
は
常
に
指
摘
さ
れ
 

決
し
て
絶
対
的
な
超
越
 
神
 で
も
な
く
、
存
在
す
る
も
の
 

絡
の
中
に
お
い
て
で
あ
 

る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
 

の
 創
造
者
で
も
な
い
。
 

ベ
ル
ソ
ナ
 や
 意
志
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
 

あ
く
ま
で
現
実
の
苦
の
世
界
に
あ
る
衆
生
と
の
関
係
に
お
 

い
て
で
あ
り
、
決
し
て
 

た
も
の
で
あ
る
。
「
 
ョ
一
 
p
 ソ
バ
」
が
ギ
リ
シ
ャ
的
要
素
 とへ
 
ブ
ラ
イ
的
要
素
と
か
ら
成
立
し
て
い
る
と
い
わ
れ
  
 

ギ
リ
シ
ャ
的
要
素
が
 

鍋 



く 仏教における「神学」茅の 

ナ 。 し - 神の アリス 蔵の形 つとは 臼の 0 ）。 この   とい にお ッヒ 立す 豊鏡 神に 

け に る 性 お う 

る ． 従 為 め い こ 

押 え 史 凍 て と 

であ ば 、 二理 っ 」本ほ はに 

かなら 世界 6 ㈹厳密 の条件 として 存 質と 

ない。」 意味の第一 な D. と 確立さ 在が同 

動 に へ れ 一 
者 お ン た で 

か け り も あ 
ら る ッ の る 

ヒ で 」   い 黒ぢ則 う さ 指摘 るが 

在 

と 

  
「無尽 えられ の」 や その三 0 ま 0, 
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て
も
「
存
在
と
し
て
の
神
」
は
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
 

極
 め
て
異
質
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

「
中
世
思
想
を
、
そ
の
生
誕
の
状
態
に
お
い
て
、
す
な
わ
 

ち
 、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
つ
ぎ
穂
が
ギ
リ
シ
ャ
 

的
伝
統
に
差
し
込
ま
 

ハ
ハ
リ
 

i
 
-
 

れ
る
ま
さ
に
そ
の
時
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
」
 

こ
 と
を
試
み
る
ジ
ル
ソ
ン
は
「
唯
一
神
の
み
が
存
在
し
、
 

こ
 の
神
は
存
在
で
あ
る
と
 

い
う
の
が
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
礎
石
で
あ
る
 

」
と
い
う
。
彼
は
中
世
思
想
が
そ
の
独
自
な
姿
、
す
な
 

ね
 ち
、
「
キ
リ
ス
ト
教
 

哲
学
」
と
し
て
自
ら
を
 

顕
 ら
か
に
す
る
そ
の
時
に
「
 

存
 在
 と
し
て
の
神
」
が
ま
さ
に
そ
の
 

ょ
う
 な
も
の
と
し
て
 
明
 確
 な
姿
を
と
っ
て
理
解
 

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
モ
ー
セ
が
神
の
何
 

た
る
か
を
問
 
う
た
 時
に
神
が
モ
ー
セ
に
語
り
か
け
て
い
る
 

と
こ
ろ
の
 
出
 エ
ジ
プ
ト
 

記
 3
.
 Ⅱ
「
わ
れ
は
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
 

@
 ぅ
 。
 ィ
ス
ラ
エ
 
ル
の
子
ら
に
こ
り
告
げ
な
さ
い
。
存
在
す
 

る
も
の
が
わ
た
し
を
あ
 

一
 
論
 
諸
体
は
形
而
上
学
で
は
な
く
て
も
、
「
キ
リ
ス
 

-
 
。
 な
た
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
お
つ
か
わ
し
に
な
っ
 

哲
学
」
が
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
原
理
が
そ
こ
で
確
立
さ
た
と
。
」
に
基
づ
い
た
形
而
上
学
の
成
立
を
見
て
い
る
の
て
あ
る
（
 

ト
教
 
l
@
l
 
 ・
・
 
 
 

陥
 
え
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
神
の
ふ
さ
わ
し
い
名
は
 

存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
…
…
こ
の
存
在
と
い
う
名
は
神
 

0
 本
質
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
 

魅
す
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
 

る
 。
さ
て
、
存
在
と
い
う
語
が
神
の
本
質
を
あ
ら
わ
し
、
 

そ
れ
が
そ
の
本
質
を
あ
ら
わ
 

ヒ
ヒ
 

耐
 
す
の
は
た
だ
神
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

神
 に
お
い
て
木
質
が
存
在
と
同
一
で
あ
り
、
そ
の
本
質
と
 

存
 在
 と
が
同
一
で
あ
る
の
は
た
 



な
い
至
高
者
口
器
 
宙
 o
n
F
 

の
（
の
は
、
根
源
的
に
無
条
件
 

者
 
㌢
の
 
ト
ま
色
ぎ
 葉
の
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
 他
の
何
か
の
為
で
は
な
 

く
 、
そ
れ
自
身
と
し
て
存
在
す
る
も
の
 
ぎ
ぎ
 
の
の
）
 

ヴ
の
 
（
と
し
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
㈲
存
在
論
 
的
 差
異
性
。
本
質
存
在
 

毛
傍
 お
ぎ
と
現
実
存
在
口
 鎧
 お
ぎ
と
の
区
別
、
そ
れ
 
は
 存
在
論
的
証
明
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
も
の
な
の
で
 あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
 

の
 止
揚
で
あ
る
存
在
論
的
証
明
が
可
能
と
な
る
 よ
う
二
 刊
捷
 さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
㈹
純
粋
 な
形
相
の
概
念
。
木
質
 

存
在
が
現
実
存
在
に
と
っ
て
形
相
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
 ら
な
い
。
つ
ま
り
、
世
界
の
中
に
現
実
に
存
在
す
る
も
の
 ほ
 そ
れ
の
純
粋
な
形
相
 

と
し
て
の
本
質
を
も
ち
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
存
在
し
 て
い
る
の
で
あ
る
。
被
造
物
と
し
て
の
世
界
の
す
べ
て
の
 存
在
、
す
な
 ね
 ち
、
 創
 

造
 主
で
あ
る
無
限
者
と
し
て
の
神
と
は
異
な
る
有
限
 存
 在
は
、
 自
ら
の
本
質
と
は
同
一
性
を
有
し
て
い
な
い
。
 虹
 某
 作
者
で
あ
り
、
存
在
 

そ
の
も
の
で
あ
る
神
に
お
い
て
の
み
本
質
と
存
在
と
は
等
 し
い
の
で
あ
る
。
「
 神
 」
は
自
ら
を
根
拠
と
し
て
存
在
 す
る
と
こ
ろ
の
「
存
在
 

そ
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
神
は
存
在
す
 る
 」
の
で
あ
る
。
存
在
論
的
に
神
の
存
在
が
証
明
さ
れ
る
 所
以
で
あ
る
。
 

「
無
条
件
者
」
と
し
て
の
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
い
う
「
 
絶
対
者
」
の
思
想
が
初
め
て
見
い
出
さ
れ
る
の
は
、
 

ギ
 リ
 シ
ヤ
思
想
、
 
ユ
 ダ
 

ヤ
 思
想
そ
し
て
グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
 い
た
古
代
末
の
哲
学
に
お
い
て
で
あ
り
、
三
つ
の
条
件
 が
 初
め
て
満
た
さ
れ
た
 

の
は
 ア
ウ
グ
ス
チ
フ
ス
の
哲
学
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
 

た
 だ
 、
ア
ウ
グ
ス
 チ
ヌ
ス
 に
お
い
て
は
明
確
な
表
現
に
ま
 で
は
至
ら
ず
、
こ
の
 
ょ
 

う
な
 
0
 コ
 （
 
0
 （
 
す
 0
0
 
）
 
0
 哩
の
が
は
っ
き
り
し
た
形
で
表
現
 さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
一
世
紀
の
ア
ン
セ
ル
ム
ス
 に
お
い
て
で
あ
っ
た
 と
 

ヘ
ソ
り
ッ
ヒ
 は
指
摘
し
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
こ
の
「
存
在
と
し
て
の
神
」
は
、
ア
ン
セ
ル
 ム
ス
 を
そ
の
初
期
の
代
表
者
と
す
る
ス
コ
ラ
学
以
降
、
「
 神
 」
理
解
の
形
而
上
 

単
 に
お
い
て
い
わ
ば
自
明
の
も
の
と
な
る
。
「
存
在
と
し
 
て
の
神
」
の
形
而
上
学
、
 

0
 ミ
 。
 ま
 o
o
p
o
 

笘
の
は
ス
コ
ラ
 単
 に
お
け
る
錯
綜
し
た
 

展
開
の
後
、
近
代
に
お
い
て
、
「
信
仰
者
の
神
」
と
「
 
哲
 学
者
の
神
」
と
が
訣
を
分
か
つ
と
い
う
あ
り
方
で
の
 
一
 方
 の
 極
 と
し
て
、
又
、
 

同
時
に
、
近
代
科
学
が
成
立
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
基
盤
 と
な
る
形
而
上
学
と
し
て
そ
の
姿
を
現
わ
す
。
そ
こ
で
 
の
 
0
 コ
侍
 
0
 日
下
 
ゆ
 
0
 （
 
o
 ㏄
 T
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く 仏教にお い 蝉
 
上
が
 
関
心
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
 

、
そ
れ
は
単
に
八
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

的
 世
界
の
出
来
 

 
 

  

 
 

%
 
 教
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
哲
学
で
あ
る
か
Ⅴ
 と
ぃ
 う
 間
の
場
で
語
り
得
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
 。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
 問
 

の
 成
立
す
る
 場
 そ
の
も
の
が
本
来
 八
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
る
 も
の
Ⅴ
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
間
に
答
え
つ
つ
も
そ
 の
間
の
成
立
し
て
く
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

場
の
経
験
自
体
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
 な
い
で
あ
ろ
う
。
 
又
 、
本
来
自
ら
の
内
か
ら
産
み
出
し
 て
 き
 た
も
の
で
は
な
い
 

3
9
 

凡
近
代
的
（
 科
 ）
字
性
Ⅴ
に
一
定
程
度
規
定
さ
れ
て
 ぃ
 る
と
い
う
経
験
こ
そ
が
 八
 異
質
な
る
も
の
Ⅴ
に
「
出
会
っ
 て
 」
い
る
も
の
と
し
て
 

の 可能性 

+ 仔 「 
在 
と 

し 

て 
の 

神 」 
が 

勝 
  

て関 

l 巴 ㍉ 

事 
と 

な 
  
て 
  
る 
の 

むよ 

主 
と 

し 
て 
  
  
  
  
  
中 
世 
居、 
和仏 

と 

近 
代 
形 
而 
上 
学 
ン @ し 

お 
し @ 
て 

で， 

あ 
る 

を 巡る一試論 

の
 積
極
的
表
現
は
デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
 ニ
ッ
 ッ
、
へ
｜
 ゲ
ル
等
々
に
お
い
て
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
 の
 近
代
形
而
上
学
に
お
 

げ
る
「
 神
 」
理
解
も
基
本
的
に
ス
コ
ラ
学
以
来
の
形
 而
 工
学
の
深
 い
 流
れ
の
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
 ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 

5
 。
た
だ
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
「
近
代
形
而
上
学
に
お
け
 る
 0
 耳
 。
臼
の
 
0
 ）
 
0
 笹
色
と
い
う
よ
 う
 に
、
限
定
的
な
扱
い
 を
し
、
又
、
 W
.
 

シ
ュ
 

ル
ッ
 も
「
近
代
形
而
上
学
に
お
け
る
 神
 」
と
い
う
主
題
の
 下
 に
二
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 か
ら
論
じ
始
め
て
い
 る
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
学
 

か
ら
近
代
形
而
上
学
に
お
け
る
「
存
在
と
し
て
の
神
」
を
 そ
の
全
体
的
な
見
通
し
の
下
で
整
理
し
 、
 論
じ
る
こ
と
 は
 将
来
に
お
け
る
哲
学
 

史
の
研
究
の
成
果
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 5
 が
、
仏
教
的
世
界
が
根
源
的
に
「
出
会
っ
て
」
い
る
も
 の
 、
現
代
に
お
い
て
 経
 

験
し
つ
つ
あ
る
も
の
は
そ
の
よ
う
な
「
存
在
と
し
て
の
 神
 」
に
規
定
さ
れ
て
成
立
し
て
ま
た
と
こ
ろ
の
「
近
代
」
 で
あ
る
と
い
え
る
の
で
 

ほ
 な
い
だ
ろ
う
か
。
 

二
 
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
の
「
存
在
と
し
て
の
 袖
 @
 
」
 



確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
 放
 そ
 の
よ
う
な
「
他
者
」
を
契
機
と
し
た
新
た
な
地
平
に
お
 い
 て
 自
ら
の
本
来
性
を
顕
 

ら
か
に
す
る
課
題
を
負
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
 な
い
の
で
あ
る
。
他
者
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ま
 で
の
自
己
理
解
が
八
一
 

自
己
Ⅴ
を
 顕
 ら
か
な
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
 @
 

面
的
で
あ
っ
た
Ⅴ
と
い
う
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
と
 

り
 方
で
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
矛
盾
律
を
八
題
 

の
 宗
教
で
あ
り
、
「
人
格
神
」
を
立
て
る
宗
教
で
あ
る
と
 

つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
が
。
 

ム
が
 語
ら
れ
て
久
し
い
が
、
そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
「
 無
 

キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が
対
照
的
に
考
察
さ
れ
る
場
合
、
 

し
 

い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
他
者
を
契
機
と
す
る
こ
と
に
 

」
に
関
し
て
、
仏
教
的
観
点
か
ら
、
 
尚
有
 的
な
傾
向
を
 

」
と
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
そ
の
 
ょ
う
 な
こ
と
は
「
出
会
い
 

い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
仏
教
は
八
 有
 と
無
と
を
超
え
た
 

え
た
Ⅴ
も
の
と
 看
徴
 さ
れ
る
。
 又
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
 歴
 

ば
し
ば
、
「
 無
 」
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
対
し
て
 キ
 

」
の
相
方
の
当
事
者
に
 

中
道
Ⅴ
が
本
来
的
な
あ
 

史
 ㌃
 卜
 
%
 げ
 ろ
ニ
ヒ
り
イ
ハ
 

脱
し
切
れ
て
い
な
い
、
 

お
い
て
の
み
八
本
来
の
 

リ
ス
ト
教
は
「
 有
 」
 

「
 
無
 」
に
徹
し
切
れ
て
い
な
い
等
の
よ
う
な
直
観
的
評
価
 が
 下
さ
れ
る
。
そ
の
 ょ
う
 な
場
合
に
お
い
て
、
直
接
ネ
 ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
 看
 

徴
 さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
所
謂
「
存
在
と
し
て
の
神
」
に
 結
び
つ
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 5
 。
「
 神
 」
は
 ど
こ
ま
で
も
「
有
る
も
 

の
 」
「
存
在
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
否
定
 神
学
的
な
意
味
で
「
 無
 」
と
し
て
の
「
 神
 」
が
語
ら
れ
 て
い
る
場
合
で
も
、
 
そ
 

れ
は
「
 無
 」
と
し
て
「
有
る
」
と
こ
ろ
の
「
 神
 」
と
し
て
 理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
的
観
点
 か
ら
は
、
ま
だ
（
有
で
 

は
な
い
と
こ
ろ
の
）
 
無
と
 区
別
さ
れ
て
い
る
「
 有
 」
で
あ
 り
、
右
と
無
 と
の
対
立
の
中
に
あ
る
よ
う
な
有
で
あ
る
 と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
 

評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

「
存
在
と
し
て
の
神
」
 
0
 ま
 0
 （
す
の
 

0
 ～
 
0
 雙
の
は
仏
教
的
論
理
 、
又
、
固
有
の
八
「
存
在
」
論
Ⅴ
と
も
っ
と
も
馴
染
ま
 な
い
も
の
の
よ
う
で
 

あ
る
。
原
始
仏
教
に
お
け
る
「
縁
起
」
観
は
大
乗
仏
教
 に
お
い
て
論
理
的
に
深
化
さ
れ
、
豊
か
な
形
で
展
開
さ
れ
 て
い
る
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
は
所
謂
存
在
論
と
認
識
論
と
が
宗
教
的
実
践
へ
の
 関
 心
の
優
位
の
下
で
両
者
を
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
 固
 有
の
仕
方
で
総
合
（
 あ
 

(160) 40 



ピ 仏教における 翔
ぅ
 と
す
る
試
み
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

そ
の
場
合
に
は
、
「
存
在
と
し
て
の
神
」
が
そ
れ
と
し
て
 

顕
 ら
か
と
な
る
以
前
の
原
体
 

 
 

や
 「
近
代
」
を
遥
か
に
遡
上
る
よ
う
な
視
点
が
設
定
さ
れ
 

る
 。
そ
し
て
、
一
種
の
神
秘
 

「
的
な
爪
根
源
体
験
Ⅴ
を
媒
介
と
し
た
根
源
的
同
質
 

性
 が
見
 ぃ
 出
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
 

ょ
う
 な
根
源
的
「
存
在
」
 

経
験
の
探
求
を
軸
と
し
た
「
宗
教
の
出
会
い
」
の
議
論
 

は
、
 確
か
に
豊
か
な
可
能
性
 

を
 秘
め
て
い
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
一
種
の
神
秘
主
 

義
 的
関
心
に
傾
斜
す
る
余
り
に
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
「
 

存
在
と
し
て
の
神
」
の
 

持
 

つ
 重
み
の
意
味
を
問
 
う
 事
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
に
お
い
て
直
接
仏
教
的
世
界
 

に
 他
者
と
し
て
出
会
わ
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㍾
仏
教
的
「
存
在
」
経
験
と
ギ
リ
シ
ャ
的
「
存
在
」
 

経
 験
 
、
又
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
「
 

神
 
」
（
「
存
在
」
）
経
験
と
の
 

根
源
的
同
質
性
を
見
 

ぃ
 
出
そ
 

る
い
は
融
合
）
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
 恐
ら
く
、
前
述
の
へ
ン
リ
，
 ヒ
の
 言
葉
を
借
り
れ
ば
、
 本
質
存
在
宅
 拐
 お
ぎ
 

と
 現
実
存
在
口
 簿
 い
お
ぎ
と
の
存
在
論
的
差
異
性
と
同
質
 の
も
の
が
目
撃
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
本
質
存
在
が
実
 体
 的
に
認
め
ら
れ
る
こ
 

と
な
く
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
へ
の
関
心
が
全
く
払
わ
れ
 な
い
よ
う
な
仕
方
で
現
実
存
在
の
み
が
現
象
と
し
て
目
撃
 さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
 

そ
の
 ょ
う
 な
論
理
が
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
現
実
存
 在
 の
み
が
あ
っ
て
背
後
は
単
的
に
「
（
絶
対
）
 
無
 」
と
い
 わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
 

又
 、
「
原
理
」
や
「
形
相
」
の
概
念
が
積
極
的
に
認
め
ら
 れ
な
い
か
ら
、
現
実
存
在
の
背
後
の
「
 無
 」
が
決
し
て
 
「
 無
 そ
の
も
の
」
と
し
 

て
は
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
そ
の
 「
 無
 」
は
「
根
拠
」
と
し
て
の
「
 無
 そ
の
も
の
」
と
は
 捉
 え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
存
在
論
的
差
異
性
の
認
め
ら
れ
な
い
素
朴
実
在
論
 に
脆
 い
る
こ
と
も
な
く
、
又
、
常
に
宗
教
的
実
践
へ
の
 関
心
に
貫
か
れ
て
い
る
 

取
 
「
法
性
法
身
」
「
真
如
」
は
自
ら
を
根
拠
と
し
て
 
存
 在
す
る
よ
う
な
「
 無
 そ
の
も
の
」
と
し
て
見
ら
れ
な
い
の
 で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
 う
 

論
に
、
呈
 0
 （
す
の
 

0
 こ
 驚
の
論
理
が
成
立
す
る
余
地
 は
 全
く
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 



れ
て
い
る
の
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
「
存
在
と
し
て
の
神
 

」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
 

源
 と
し
て
の
ギ
リ
シ
ャ
的
 

な
も
の
や
へ
ブ
ラ
イ
的
 

な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
そ
れ
ら
根
源
 

的
 要
素
も
尋
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
 

所
謂
ギ
リ
シ
ャ
的
な
る
 

も
の
と
 
へ
 
ブ
ラ
イ
的
な
る
も
の
の
「
出
会
い
」
と
し
て
 

の
 「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
な
る
も
の
」
も
現
代
に
お
け
る
「
 

宗
 教
の
出
会
い
」
の
問
題
 

に
 対
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
 

、
仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
の
ギ
リ
シ
ャ
的
な
る
も
の
、
 

又
、
 ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
る
 

も
の
の
意
味
は
直
接
的
な
両
者
の
「
出
会
い
」
と
し
て
 

の
 「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
な
る
も
の
」
の
持
つ
そ
れ
と
は
異
な
 

り
 、
あ
く
ま
で
も
両
者
 

 
 

 
 

 
 

仏
教
的
世
界
に
と
っ
て
宗
教
的
実
践
的
関
心
か
ら
は
 

切
 り
 離
さ
れ
た
 
ょ
 5
 な
 仕
方
で
の
狭
義
の
形
而
上
学
あ
る
 

ぃ
 は
 存
在
論
は
直
接
の
 

関
心
事
に
は
な
り
得
ず
、
あ
る
い
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
 

の
と
若
敵
さ
れ
る
と
し
て
も
、
「
存
在
と
し
て
の
神
」
が
 

「
 
神
 」
理
解
の
一
つ
の
 

可
能
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
そ
れ
は
広
義
 

の
 「
宗
教
の
出
会
い
」
の
問
題
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
 

き
 で
 あ
ろ
う
し
、
又
、
「
 

存
 

さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
切
実
な
主
題
で
 

あ
ろ
う
。
特
に
近
代
科
学
と
仏
教
は
科
学
と
宗
教
と
い
う
 

問
題
設
定
と
ほ
別
に
 

、
 

直
接
「
存
在
と
し
て
の
神
」
と
の
「
出
会
い
」
と
し
て
 

考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

超
越
的
実
体
を
本
来
の
 

関
心
事
と
し
な
い
仏
教
は
 

、
 （
人
間
）
理
性
に
と
っ
て
 

の
 現
象
を
扱
お
 

5
 と
す
る
近
代
科
学
と
正
面
か
ら
矛
盾
す
 

る
も
の
で
な
い
こ
と
が
 

指
摘
さ
れ
た
り
も
す
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
科
学
に
適
 

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
直
接
的
に
は
矛
盾
も
 

せ
ず
、
又
、
関
係
し
合
 

ぅ
 よ
う
な
こ
と
も
な
い
よ
う
な
一
種
の
ね
じ
れ
の
位
置
 

関
係
の
如
き
関
係
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
近
代
料
 

学
 と
仏
教
的
世
界
観
 

と
 

の
 関
係
は
、
近
代
科
学
の
基
体
と
も
い
 

う
 べ
き
「
存
在
と
 

し
て
の
神
」
と
の
関
係
、
そ
れ
と
の
「
出
会
い
」
と
い
 

ぅ
 観
点
か
ら
論
じ
尽
さ
 

れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
将
来
の
課
題
と
い
え
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
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ぺ 仏教における「神学」茅の 可能性を巡る 

一 本 の 観 閲 左ノ 「 苦 ではな そ しか 般の 的百 み、 にと 。 待 と 」 
い し 間 観 則 っ し と し     

。 そ て て 理 重 は ら は 
そ の い 異 論 大 な れ 仏 
の よ る 質 理 な く に 教 
よ う か な 性 疑 、 く 的 
う な ら も に 問 実 く 表 
な 状 で の ょ 符 践 な 現 
状 況 あ で る の 的 っ か 
況 こ る る 存 表 観 て も   
で ィム 

「 教 そ のと 解い え らっば の て、 
覚 に ， 点 は る 直 い 現 
醒 固 だ 切 の 観 る 実 
」 有 け り で が と は 
を の で 離 は 同 い も 
本 案 も さ な 時 う fT 
質 教 太 れ か に こ や 
と 的   
な する 意味 仏 
散 で 
が め   で，   苦 本来の 「 」 ほ ろ け 的 そ い 

  、 め る な れ と 

性 て い 宗教そこであ う 直観 f ま 、 
を 捉 ほ ろ 的 で 単 こ 

現 え     
Ⅴ こ さ め る そ る 教 な 
お れ 所 の 理 と 的 ろ 
け な 
る げ 謂こ 世とはう 解い真 理 う 。 
「 れ 俗 目 勝 佑 一 夕 

化 体 れ 教 般 く 

ばな 覚 」 現 が て の に と 

と ら 象 仏 実 基 対 も 

し な が 散 銭 本 す 現 
て い 宗 の 的 的 6 案 
現 の 教 基 に 直 疑 が 

43@ (163) 

一 試論 

入仏 、現 いての 遠的なは 要 な問 そ り、 数 ）代に に 科 とな の「 「神 

っ 苦 学 お エ 
ピ 

  
  

え 
の 

沖 @ し 

@ 

の 」 

と 

  
る れ 普 重 あ お 
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イ
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（
中
央
公
論
社
「
世
界
の
名
著
 」Ⅰ
 ゆ
つ
 
0
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 づ
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切
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以
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ト
ヨ
づ
 0
 臣
の
が
口
目
 

の
 Ⅱ
 
ヴ
蛋
 
Ⅰ
 
せ
，
 ㊦
 C
 Ⅱ
隼
の
仁
の
す
 

0
 ヨ
 0
.
 

㌧
Ⅰ
 

曲
 0
%
 臼
 0
 （
 毛
 @
 
お
の
 諾
 0
 ぽ
り
曲
目
 
り
ゴ
 
の
 援
 u
c
 
打
 e
s
e
l
-
 

の
き
 

沖
 持
し
 ミ
ヨ
 の
 田
曲
年
ヰ
ト
 

の
Ⅱ
 
0
 ）
 

以
下
い
い
 a
r
 
（
 
け
 ，
 田
 d
 の
の
 由
 u
a
 

の
～
の
 

己
 @
 
コ
 （
の
 

-
l
e
c
 

（
 
仁
ヨ
由
づ
 リ
コ
的
の
 

）
あ
り
 
オ
 0
 ぺ
ノ
ト
 
の
 q
P
p
 

幅
 ぺ
肝
・
の
・
 

い
 0
 ト
ト
 
@
F
O
 

コ
ト
 ゆ
 印
の
 

く
 
Ⅰ
 
ロ
 の
の
）
～
 

コ
セ
 0
 コ
 の
 曲
 コ
田
の
Ⅱ
 

サ
目
 
Ⅱ
 
せ
 ・
 づ
 Ⅰ
 0
 の
）
 
0
 幅
 -
0
 
巨
 Ⅱ
 

く
 
戸
口
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 0
 目
コ
セ
 0
 臣
の
 リ
コ
ヰ
 

の
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ヴ
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 0
 目
 Ⅰ
 隼
 0
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㏄
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 0
 コ
 
（
 0
 Ⅱ
 

ゼ
 
@
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の
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す
仁
 
-
N
.
 
し
 0
 Ⅰ
の
 0
 ヰ
 
（
 年
 0
 Ⅱ
 申
 0
%
N
 
の
 ざ
 ）
 
@
n
 
す
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 コ
 ヲ
田
 
0
 庁
笘
づ
卸
 

Ⅱ
の
 
@
 
五
弓
 曲
コ
片
 
（
の
 レ
 二
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 ㏄
㏄
 

o
.
P
 

ゆ
 づ
か
・
 
せ
 0
 ニ
り
 
岨
の
む
 コ
ヰ
 
下
の
「
之
の
の
 

甘
 0
 ㌧
Ⅰ
 
岸
 ）
二
ロ
㎎
 

ゅ
コ
ト
ゆ
 
い
 つ
 

有
賀
 域
 太
郎
「
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
存
在
論
の
問
題
」
 創
立
 社
お
 8
.
 ワ
ト
 ま
片
 

め
 ・
の
 @
 
抜
 O
 タ
 
P
.
 

の
の
 

づ
ニ
 （
ら
の
下
せ
 巨
 P
O
 
の
 
0
 で
 す
 T
 ヨ
ひ
年
乙
 
づ
の
こ
・
㌧
 
Ⅰ
 
駄
 Ⅱ
 
ぃ
 。
 0
 （
Ⅰ
 
@
 
ヴ
 Ⅰ
が
 
宙
 @
0
 
㌧
 甘
 @
-
o
 

の
 0
 で
 す
 @
 
目
白
 
0
 ）
・
 
せ
ヱ
コ
づ
 が
Ⅱ
 
ぢ
ト
 の
の
 
の
  
 

は
下
 ぎ
ぎ
 ・
や
お
 
け
 （
筑
摩
叢
書
服
部
英
次
郎
訳
七
二
ぺ
 

ー
 ジ
  
 

以
下
口
・
下
目
「
 @
0
 
ア
、
し
窯
 0
 耳
 0
 （
 
0
 雙
お
ゴ
 の
の
 0
 （
 
宙
 ま
の
ま
往
の
（
 
ヒ
の
 ・
 め
 ・
 目
 0
 オ
コ
心
曲
す
ぎ
㎏
 
0
 臣
ト
 の
の
 
べ
 ・
）
Ⅰ
㏄
の
の
 
味
 

実
化
し
て
い
く
為
に
は
、
現
代
に
お
け
る
人
間
理
解
、
 存
 在
 理
解
、
世
界
理
解
の
根
底
が
仏
教
の
固
有
の
意
味
で
 の
 
「
 苦
 」
と
し
て
、
 
し
 

か
も
・
新
た
な
仕
方
で
、
 
自
 ，
・
 

0
 を
表
現
す
る
よ
う
な
「
 
神
 学
 化
」
の
過
程
が
不
可
避
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
 ろ
 う
か
 0
 そ
の
 ょ
 う
な
 

（
は
 
-
 

所
に
現
代
に
お
け
る
新
た
な
入
仏
教
に
お
け
る
「
神
学
」
 Ⅴ
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
 い
 え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 か
 0
 そ
し
て
、
そ
の
 ょ
 

う
 な
課
題
の
前
に
は
、
現
代
に
お
い
て
支
配
的
な
 八
 （
 
科
 ）
字
性
Ⅴ
の
由
来
そ
の
も
の
に
ま
で
目
を
向
け
な
が
ら
 

し
か
も
、
そ
れ
に
 自
 

ら
が
 八
 異
質
な
る
も
Ⅴ
の
と
し
て
「
出
会
っ
て
」
い
る
 と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
 い
 だ
ろ
う
か
。
「
宗
教
 

の
 出
会
い
」
の
問
題
は
異
な
る
世
界
解
釈
、
存
在
理
解
と
 の
 出
会
い
と
い
う
問
題
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
 現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
 

こ
と
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
 Ⅰ
 
カ
 O
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く 仏教における「神学」茅の 可能性を巡る 一試論 

（
 鳴
 ）
ち
な
み
に
小
論
の
意
味
で
の
「
神
学
化
」
遂
行
の
 
モ
デ
 ル
 と
し
て
西
谷
 啓
治
 
「
般
若
と
理
性
」
（
玉
城
 
康
 四
郎
 繍
 仏
教
 の
 比
較
思
想
論
的
研
究
、
 

東
京
大
学
出
版
会
）
 串
 0
.
 ヮ
 N
w
 
～
 ぢ
が
 挙
げ
ら
れ
よ
 う
 。
 そ
 れ
は
 
（
西
洋
的
）
理
性
と
（
仏
教
的
）
般
若
（
の
 知
 ）
 と
の
 徹
底
し
た
「
 出
 

会
い
」
の
中
で
の
自
由
な
哲
学
的
思
索
の
結
晶
で
あ
る
こ
と
に
 と
ど
ま
ら
ず
に
、
更
に
現
代
に
お
け
る
「
神
学
」
の
展
開
さ
れ
 る
 べ
 き
 方
向
の
 

一
つ
を
極
め
て
豊
か
に
指
し
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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47 

し 更 
て に 

み ほ 
よ 目 
ヘノ @ @ 
  

と 

  
  
  
  
  
両 
者 
の 

居 、 

想的 

関 
連 
ヶ @ し 

も、 

理 
神 

論的 

観 
    
よ 

    
つ 
の 

問 
題 
提 
起 
と 

し 

て 

両 
者 
の 

木目 

違 
を 
中 
l 亡 j @ 
v@ Ⅰ 

究 
明 

  (167) 

 
 

古
来
ょ
り
聖
書
解
釈
の
主
眼
点
の
一
 つ
は
 「
啓
示
す
る
 
神
へ
の
信
仰
」
と
「
啓
示
さ
れ
る
人
間
知
性
」
と
が
、
 そ
 0
 合
理
的
認
識
を
巡
 

り
、
 常
に
宗
教
哲
学
上
の
間
題
を
提
起
し
て
来
た
。
 か
ょ
 う
な
視
点
か
ら
本
稿
は
近
世
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
理
念
 よ
 り
 、
 J
.
a
 ッ
ク
 Q
 

「
 o
n
 

村
の
 

ト
 
の
の
 
ロ
 １
に
。
 肚
 
）
と
 

J
 
.
 

ト
ー
ラ
ン
ド
（
 

ナ
円
 o
p
 
ビ
邑
 ふ
 つ
 0
 
１
ミ
 S
 ）
に
お
け
る
「
自
然
理
性
（
 コ
が
 
（
由
あ
 
卜
 （
 
e
p
 
の
 
o
 コ
 ）
と
啓
示
Ⅱ
 

信
仰
（
 お
づ
 の
）
 
曲
ヱ
 
0
 コ
 Ⅱ
（
 
占
 （
 
ぽ
 ）
の
 二
 概
念
を
機
軸
と
し
 て
 宗
教
哲
学
上
の
角
度
よ
 ヴ
 先
ず
は
彼
ら
の
キ
リ
ス
ト
 教
 解
釈
に
内
在
す
る
 認
 

識
 方
法
論
の
推
移
を
基
本
的
に
明
示
し
、
前
者
か
ら
は
 両
 概
念
の
融
合
に
よ
る
福
音
書
の
「
倫
理
的
」
変
質
へ
の
 過
程
に
つ
い
て
述
べ
、
 

後
者
か
ら
は
啓
示
概
念
の
非
神
秘
化
に
 よ
 る
理
神
論
（
 &
 田
 の
 
日
 ）
へ
の
傾
倒
に
つ
い
て
多
角
的
に
解
明
し
て
ゆ
く
 。
か
よ
う
な
主
眼
点
 よ
 

9
 本
稿
は
啓
示
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
そ
の
も
の
の
 解
 明
 と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
の
認
識
論
上
の
方
法
論
、
及
び
 特
質
に
重
点
を
お
 き
、
 

近
世
に
お
け
る
理
性
と
信
仰
の
概
念
 を
 巡
っ
て
 

ロ
ッ
ク
 と
 ト
ー
ラ
ン
ド
の
自
由
思
 相
心
 
の
 訊
ぬ
識
 
よ
り
 

玉
井
 
実
 



先
づ
 最
初
に
両
者
の
宗
教
思
想
の
 

志
向
、
及
び
思
想
上
の
相
互
関
係
な
 

ロ
ッ
ク
の
宗
教
理
念
に
つ
い
て
、
 

 
 

宗
教
上
の
著
作
活
動
は
、
彼
個
人
の
 

の
 晩
年
に
公
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
 

葛
藤
の
う
ち
に
、
真
の
結
実
を
み
な
 

な
事
実
か
ら
し
て
も
ロ
ッ
ク
は
 ョ
知
 

（
・
 

[
 
4
 
，
 
、
 
）
 

明
を
 訳
て
 今
プ
リ
ス
 

に
め
で
あ
っ
み
に
も
 舌
 
ロ
ム
 
リ
 

か
よ
う
な
見
地
か
ら
ロ
ッ
ク
の
道
 

現
を
取
出
し
て
ゆ
こ
う
。
 

p
 ッ
ク
 に
 

非
経
験
的
な
知
識
と
、
感
覚
経
験
に
 

P
p
 
毛
 O
H
 
之
 P
 （
 
臣
 「
の
・
 

お
 お
第
七
論
文
 

を
 考
え
て
い
た
。
一
方
後
者
か
ら
は
 

主
義
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
 形

成
課
程
に
お
け
る
必
要
か
っ
特
質
す
べ
き
事
柄
と
そ
 の
 推
移
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
本
題
に
対
す
る
 

ど
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
ぎ
た
 い
 。
 

こ
こ
で
は
そ
の
前
提
と
し
て
彼
の
主
著
作
「
人
間
知
性
 論
 
下
臣
 馬
 お
か
せ
・
 

n
o
 

コ
 の
の
Ⅱ
三
月
 宙
ヒ
 日
当
 

め
げ
る
、
彼
の
道
徳
論
と
の
関
係
か
ら
 本
 課
題
の
推
移
を
 考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
の
 

（
㈹
）
 

（
ー
 

(
 
2
 し
 

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
あ
り
方
及
び
 若
 時
の
宗
教
 寛
 容
 誌
上
の
小
冊
子
な
ど
は
別
と
し
て
、
 

彼
 

そ
し
て
更
に
本
質
的
に
は
彼
の
道
徳
論
が
 、
 彼
の
生
涯
 に
わ
た
り
自
然
法
と
経
験
論
と
の
現
実
的
な
 

い
ま
ま
遂
に
は
理
性
認
識
を
超
え
て
聖
書
の
啓
示
認
識
に
 そ
れ
を
委
ね
る
結
果
と
な
っ
た
。
 

か
よ
う
 

性
論
 」
公
表
の
一
つ
の
目
的
を
道
徳
の
原
理
と
啓
示
 宗
 教
 
（
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
）
と
の
知
的
解
 

れ
て
い
る
。
 

徳
論
は
宗
教
論
ょ
り
先
行
し
た
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
 考
慮
し
つ
 
又
 彼
の
宗
教
理
念
の
必
然
的
な
表
 

と
っ
て
道
徳
の
問
題
は
 、
先
 づ
そ
の
論
証
方
法
か
ら
 @
@
 
及
 さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
合
理
的
、
 

基
づ
く
知
識
と
区
別
し
た
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
初
期
 
の
 著
作
「
自
然
法
論
内
の
紹
せ
の
 

0
 コ
 
臼
の
 

口
口
で
人
間
本
性
の
主
知
主
義
の
立
場
か
ら
「
永
久
不
変
 

 
 

 
 

人
間
の
感
性
的
欲
求
、
即
ち
自
己
の
利
益
と
幸
福
の
追
 求
 で
、
い
わ
ゆ
る
「
快
楽
 
宮
 の
 傍
 E
 お
 」
 の
 

立
場
の
相
違
は
本
質
的
な
対
立
関
係
を
常
に
生
じ
、
い
わ
 
ば
人
間
本
性
の
二
重
化
を
意
味
し
て
い
る
。
 

 
 

一
生
草
 

1
6
8
 

 
 



近世に   お け る 理性と 信仰の概念を 巡って 

か
く
し
て
ロ
ッ
ク
の
道
徳
論
の
課
題
は
か
よ
う
な
二
重
 性
の
矛
盾
を
い
か
に
対
処
す
る
か
ど
懸
案
と
な
っ
た
が
、
 先
づ
は
 自
然
法
の
道
 

徳
 律
か
ら
快
楽
主
義
に
対
す
る
道
徳
上
の
善
悪
を
判
定
 し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
行
動
基
準
を
示
す
神
法
 と
ぃ
 わ
れ
る
。
 

「
「
神
法
Ⅰ
 
オ
の
臼
乱
お
 
鼠
毛
」
と
は
神
が
「
自
然
の
光
（
 プの
ト
ぬ
 
す
ヰ
 

o
h
 
 

目
笘
 
（
 
仁
 Ⅰ
凸
に
よ
っ
て
 、
 或
い
は
「
啓
示
 の
 仝
尺
目
 
ゴ
の
セ
 
0
 ざ
の
 0
 片
 

（
 0
 つ
の
～
 

p
d
w
o
 

コ
 し
に
よ
っ
て
 、
 人
々
に
広
め
た
に
せ
よ
、
 

人
 々

の
行
動
を
律
し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
、
私
は
言
 
う
 。
 

神
は
来
世
の
無
 

限
 に
重
く
持
続
す
る
「
報
い
と
 罰
 
Ⅰ
の
 
毛
 a
r
 

隼
の
の
 

巨
毛
 Ⅱ 田
紳
 日
の
コ
 
（
の
」
に
よ
っ
て
神
が
指
示
す
る
行
動
を
強
制
 
す
る
「
 力
能
 h
o
 
（
 n
e
 
」
 

（
 
7
7
 

）
 

を
 持
っ
 0
 …
…
こ
の
法
が
道
徳
上
の
公
正
の
唯
一
の
 試
 金
石
（
す
の
 0
 コ
缶
（
 

q
E
 

の
（
 

o
E
n
F
 

の
（
 

0
 コ
の
 
」
で
あ
る
。
 

し
 

こ
の
 ょ
う
 に
神
法
の
自
然
法
の
道
徳
は
快
楽
主
義
に
対
し
 て
そ
の
善
悪
を
来
世
へ
の
賞
罰
、
或
い
は
精
神
の
救
済
 を
 考
慮
し
て
お
り
、
 
神
 

法
の
道
徳
上
の
義
務
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
現
実
の
経
 験
的
 事
実
は
快
楽
主
義
に
潜
む
悪
し
き
本
能
が
否
み
難
 い
 も
の
で
、
満
足
な
道
徳
 

原
理
に
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

か
く
し
て
ロ
ッ
ク
は
こ
の
問
題
に
極
め
て
難
渋
し
て
い
た
 が
 、
理
性
認
識
に
よ
る
道
徳
確
立
の
意
欲
と
共
に
 、
神
 の
 啓
示
、
即
ち
信
仰
 

理
念
と
の
関
連
か
ら
も
久
し
く
そ
の
適
合
を
考
慮
し
て
い
 た
と
思
わ
れ
る
。
「
知
性
論
し
や
、
時
折
り
の
「
書
簡
 し
な
ど
か
ら
そ
の
片
鱗
 

 
 

道
徳
論
の
著
作
公
表
を
薦
め
た
に
も
拘
ら
ず
「
…
…
「
道
徳
 

律
ザ
ヨ
 o
 （
 P
 ～
 
岸
セ
 
」
は
「
論
 

ま
母
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

証
か
ら
諸
目
 0
 コ
の
 
Ⅰ
 
q
p
*
 

守
の
）
 
せ
 」
そ
れ
を
明
ら
か
に
出
来
そ
 
う
だ
が
、
私
が
そ
れ
を
や
れ
る
か
ど
う
か
は
別
の
間
 題
 で
あ
る
し
 L
 し
言
 
口
っ
 *
 に
慎
 

（
 
ハ
 
l
 
U
 
）
 

重
 な
応
答
ぶ
り
か
ら
も
、
道
徳
律
の
論
証
と
は
別
に
実
 在
的
 真
理
と
し
て
の
神
の
啓
示
は
人
間
知
性
の
内
在
 牲
を
 超
え
た
も
の
と
し
て
 ロ
 

ッ
ク
 は
考
え
る
。
こ
の
意
味
か
ら
し
て
も
人
間
理
性
の
弱
 さ
 故
に
、
そ
れ
を
補
 う
 の
が
信
仰
で
あ
り
、
道
徳
と
京
 教
 と
は
分
離
で
き
な
い
 

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
理
性
の
自
然
法
道
徳
の
不
 備
に
よ
っ
て
こ
こ
に
聖
書
の
道
徳
原
理
と
し
て
神
の
啓
示
 を
 直
接
に
受
入
れ
平
明
 

（
 
い
 
@
 
）
 

な
 宗
教
的
同
意
を
ロ
ッ
ク
は
考
慮
す
る
に
至
っ
た
。
 モ
 リ
 ヌ
ー
ク
ス
に
ま
た
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
 

「
福
音
書
の
中
に
ほ
完
全
な
倫
理
学
ゑ
三
の
の
」
の
体
系
が
 

含
ま
れ
て
お
り
、
理
性
は
人
間
の
義
務
を
そ
れ
自
体
の
 う
 ち
に
よ
り
も
、
 
啓
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こ
 %
 ロ
ッ
ク
に
お
 け
 

一
方
ト
ー
ラ
ン
ド
 

略
を
述
べ
て
お
こ
う
 

ロ
ッ
ク
の
 書
 
「
 
キ
 

臼
屯
が
 （
 
ぎ
 三
モ
 臣
 0
 か
 

ロ
ッ
ク
宛
書
簡
に
よ
 

著
の
出
現
に
つ
い
て
 

教
界
に
非
常
な
波
紋
 

景
 に
は
、
彼
自
身
の
 

の
表
現
で
あ
る
が
、
 

が
そ
の
時
代
の
先
駆
 

「
…
・
・
・
か
よ
う
な
 

そ
し
て
そ
の
事
に
 

目
 9
%
 日
 と
を
 正
 

こ
の
よ
う
に
大
著
作
 る

 
宗
教
思
想
の
形
成
に
存
す
る
課
題
の
一
端
を
 

，
 
」
こ
に
 

披
 
歴
 
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

の
 
思
想
形
成
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
ロ
ッ
ク
と
の
相
互
 

関
 
係
 
、
思
想
上
の
特
質
、
方
法
論
な
ど
の
側
面
よ
り
そ
の
 

概
 

  

 
 

ず
 
 
 

呂
セ
の
 

（
の
（
 

ぃ
 
0
 
巳
 ）
 
S
%
 
蛭
簗
ヤ
か
 

包
目
と
い
う
匿
名
の
小
著
作
 

が
 
突
如
と
し
て
現
れ
た
。
彼
の
友
人
、
 

モ
り
 
ヌ
ー
ク
ス
 

の
 

 
 

れ
で
 

-
2
-
0
1
 
 

、
 
例
の
ト
ー
ラ
ン
ド
を
指
示
し
て
「
一
人
の
卒
直
な
 

自
由
思
想
家
 

p
H
S
%
 

片
 
「
の
の
 

ム
三
 
寺
の
こ
と
呼
び
、
 

本
 

注
目
し
て
報
じ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
自
由
思
想
家
の
 

理
神
論
（
な
い
し
は
 

ュ
ニ
タ
リ
 

ア
ン
）
的
著
作
は
当
時
の
 

七
本
 

  

金
当
局
に
極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
 

な
 
見
解
を
執
る
に
至
っ
た
 

背
 

（
 
ミ
 
l
 
リ
 
-
 

ア
イ
ル
ラ
 

ソ
ド
 
に
お
け
る
幼
少
年
期
よ
り
受
け
た
宗
教
上
 

の
 
因
襲
や
栓
 

桔
に
 
対
し
て
嫌
悪
し
、
そ
の
赤
裸
々
な
心
 

情
 

本
署
 
の
 
「
序
文
」
で
そ
れ
を
彼
自
ら
出
版
し
た
動
機
に
つ
 

い
て
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
宗
教
に
限
ら
ず
 

人
 

嫌
悪
な
る
動
機
に
も
拘
ら
ず
、
 

私
 （
ト
ー
ラ
ン
ド
）
は
 

，
 
」
の
論
文
（
 

し
打
 

n
o
 

目
お
 
）
を
敢
え
て
公
表
し
た
か
っ
た
 

 
 

よ
っ
て
私
の
能
う
限
り
、
一
方
の
狭
く
偏
屈
な
「
信
条
 

づ
 
の
お
 
汀
 
」
と
、
い
ま
一
方
の
最
も
不
敬
虔
な
「
 

格
 
率
 

 
 

し
た
い
と
心
に
決
め
て
い
た
」
 

に
 
対
す
る
執
念
が
感
じ
ら
れ
る
。
彼
の
非
常
に
辛
辣
な
 

見
 
解
は
歴
史
上
の
法
王
や
教
父
、
宗
教
会
議
な
ど
の
矛
盾
 

す
 

こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
福
音
書
の
申
に
自
然
法
を
含
む
 々
 
万
全
な
道
徳
性
を
見
出
し
、
晩
年
の
宗
教
上
の
著
作
「
 聖
 書
 に
述
べ
ら
れ
た
キ
 リ
 

ス
ト
教
の
ム
ロ
理
性
 
円
 甘
の
力
の
曲
の
 

0
 コ
 曲
玉
 
0
 コ
の
の
の
 

0
 ヰ
 の
す
 
笘
 の
ヱ
が
二
 

%
 せ
 p
 の
 曲
 e
 目
セ
 
e
r
e
 

山
山
ロ
持
口
の
の
の
ふ
つ
 

珪
仁
ぺ
辞
 
Ⅰ
の
の
の
 

口
 に
他
な
ら
な
い
 0
 こ
 
  

示
 の
う
ち
に
も
っ
と
明
断
か
つ
容
易
に
発
見
し
う
る
か
 目
 
理
性
は
そ
の
探
求
の
義
務
を
免
が
れ
て
も
よ
い
。
」
 

5
0
 



近世におけ る 理性 と 信仰の概念を 巡って 

本
 著
作
の
標
題
の
全
タ
イ
ト
ル
に
以
上
述
べ
た
内
容
が
 如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 

「
キ
リ
ス
ト
教
は
神
秘
に
あ
ら
ず
、
或
い
は
福
音
書
に
は
 理
性
に
反
す
る
も
の
は
何
も
な
く
、
そ
れ
以
外
 

と
 、
そ
し
て
ど
ん
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
も
神
秘
 と
呼
 ば
れ
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
 一
 

の
す
二
 
%
 了
三
目
 串
 0
 か
区
せ
の
③
 

ユ
 o
u
s
@
o
 

ぺ
 が
 つ
ん
 Ⅱ
 卜
円
 （
 
の
芭
の
 
ゴ
 の
 
旧
ぎ
 ㏄
 ，
円
 す
が
 
曄
ヰ
す
 
の
Ⅱ
の
 
い
 
の
 コ
 0
 片
目
 
ぎ
油
 

r
a
 
へ
せ
 （
 
0
 方
円
中
の
 
0
 之
之
 0
q
 

卜
し
 

0
 七
 Ⅱ
 岸
 ・
レ
コ
Ⅰ
 
円
プ
ゅ
 

叶
コ
 
0
 の
 ゴ
自
の
 
缶
が
 
コ
円
レ
 
Q
 の
 
田
 
ト
リ
コ
の
の
 

簿
コ
サ
 
の
 で
 Ⅰ
 
0
 で
の
（
）
 

Ⅰ
 0
 コ
印
 
0
 目
 -
 ㌧
月
目
コ
目
の
卸
 

ぃ
 
コ
行
す
の
 
レ
 Ⅰ
の
の
Ⅰ
Ⅰ
の
の
の
 

口
 

以
上
の
表
現
か
ら
 本
 著
作
の
概
観
が
ほ
ど
明
ら
か
に
な
 ろ
，
っ
 

-
 
。
 

の
も
の
も
な
い
と
い
う
こ
 

論
文
。
 

ぎ
 
（
す
の
 
G
O
 

の
㌧
 

由
 Ⅰ
 n
o
 

口
中
 

せ
 n
p
 
目
 ・
 
由
 下
目
 へ
い
円
 
Ⅰ
 抽
ぺ
 ・
 

か
く
て
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
痛
烈
な
批
判
に
満
ち
 

温
 ね
 、
当
局
側
を
強
く
刺
激
し
た
こ
と
は
言
 

う
 ま
で
も
な
 

そ
の
急
進
的
な
 

に
 宗
教
的
な
 虚
 色
を
廃
し
た
の
で
あ
る
。
 

果
 と
し
て
聖
書
一
般
の
う
ち
か
ら
 
イ
ヱ
ス
 ・
キ
リ
ス
ト
 
の
真
正
な
福
音
の
記
述
以
外
を
鋭
利
な
理
性
に
 

、
、
 
@
,
 

1
 ）
 

U
 
 

よ
 る
批
判
 
ー
 0
 対
象
と
な
し
、
極
度
 

る
 権
威
、
教
団
な
ど
 

既
成
神
学
と
は
別
に
 

時
あ
た
か
も
 ロ
ッ
 

ち
 神
の
観
念
を
含
む
 

内
容
の
全
域
に
わ
た
 の

 独
善
性
か
ら
、
確
実
な
信
条
法
規
や
教
義
を
決
定
す
る
 こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
 考
 ，
 
-
7
 

穏
 ）
 そ
れ
故
に
か
 よ
う
 な
 

彼
 独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
試
み
る
意
図
が
湧
い
て
 @
 
-
 

@
 
Ⅴ
 ヰ
 
@
 
Ⅰ
。
 

ハ
 

ク
 「
知
性
論
 L
 が
出
版
さ
れ
る
に
及
び
、
ト
ー
ラ
ン
ド
に
 絶
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
そ
れ
の
認
識
方
法
、
  
 

一
切
の
生
得
観
念
の
否
定
に
 よ
 る
経
験
的
知
性
の
優
位
か
 ら
、
 彼
は
更
に
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
 乃
マ
 

り
 、
理
性
論
上
の
解
明
な
い
し
は
吟
味
の
対
象
と
し
、
 そ
 れ
の
神
秘
的
要
素
を
悉
く
払
拭
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
 結
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「
ペ
テ
ロ
第
二
 

書
 、
一
 ｜
三
 」
の
一
部
分
を
引
用
し
て
 

次
 の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
…
…
神
は
人
々
に
（
 

聖
 ペ
テ
ロ
の
言
う
如
く
）
「
生
命
 

と
 信
心
と
に
か
 
ム
 わ
る
す
べ
て
の
も
の
を
」
（
 

3
 
@
 
 

）
 即
ち
生
活
 

 
 

る
の
に
必
要
な
す
べ
て
を
与
え
、
安
楽
に
現
世
を
送
れ
る
 

備
え
と
、
来
世
の
よ
き
い
の
ち
と
な
る
方
法
が
解
る
よ
う
 

に
し
て
く
れ
る
・
・
 

こ
 

セ
ス
 を
こ
こ
で
は
主
題
と
し
て
い
る
。
 

以
上
の
立
脚
点
よ
り
ロ
ッ
ク
は
神
の
認
識
問
題
は
日
 

知
 性
 論
白
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
理
念
で
あ
り
伝
統
の
神
 

学
 、
及
び
デ
カ
ル
ト
 

の
 「
生
得
観
念
 
説
ぎ
コ
 笘
の
ぎ
 塞
 ・
（
下
の
 

0
 
に
」
の
否
定
 
（
 
2
 
0
 
げ
ょ
 り
、
 彼
 特
有
の
経
験
論
Ⅱ
推
論
の
新
方
式
か
ら
は
、
 

知
性
の
対
象
と
す
る
 

原
因
結
果
の
最
終
に
至
る
「
宇
宙
論
的
証
明
」
（
 

l
 
z
 
 

）
 と
し
て
 次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
…
…
も
し
「
あ
る
実
在
の
も
の
の
 

0
 
日
の
お
 巴
ヴ
の
 
ピ
コ
 
ゆ
 」
 が
あ
っ
て
、
「
非
存
在
 コ
 0
 コ
 ・
の
 

コ
 ま
音
」
は
ど
ん
な
 
実
 在
 の
も
の
も
生
じ
な
 

（
 
笈
 -
 

い
 と
 、
 我
々
が
知
れ
ば
、
永
遠
か
ら
あ
る
も
の
が
存
在
し
 

て
い
た
と
明
白
に
論
証
さ
れ
る
。
…
…
」
 

そ
の
理
由
は
一
時
的
な
存
在
の
も
の
は
始
め
を
も
っ
て
 

お
り
、
始
め
を
も
っ
た
も
の
は
何
か
別
の
も
の
か
ら
生
じ
 

た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
 

ぅ
 こ
と
が
必
然
的
に
証
明
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
啓
示
 

の
 創
造
神
に
対
す
る
ロ
ッ
ク
自
身
の
敬
虔
な
信
仰
を
も
 

表
 明
し
つ
 L
 、
福
音
書
の
 

及
び
神
の
概
念
の
相
互
関
係
を
述
べ
、
そ
の
方
法
論
 

ょ
 り
 「
倫
理
化
さ
れ
た
」
キ
リ
ス
ト
教
の
確
立
へ
と
言
及
す
 

る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
先
 

づ
 ロ
ッ
ク
の
宗
教
論
を
構
成
す
る
の
に
そ
の
基
本
的
な
 

認
 識
 主
題
と
し
て
、
第
一
に
は
神
の
存
在
の
保
証
、
次
に
 

生
 一
概
念
の
相
互
関
係
 

で
あ
る
。
理
性
は
啓
示
の
真
偽
を
判
定
し
、
啓
示
は
理
性
 

の
 同
意
に
よ
っ
て
合
理
的
な
啓
示
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
 

）
の
信
仰
に
至
る
プ
 
ロ
 

こ
こ
で
は
ロ
ッ
ク
の
同
知
性
論
 
ヒ
 及
び
 ヨ
 
キ
リ
ス
ト
教
の
 
合
理
性
 ヒ
を
 中
心
に
し
て
、
宗
教
論
の
根
底
と
な
る
 

理
 性
 と
啓
示
Ⅱ
信
仰
」
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近世における 理性と信 

れ   
巴 然 の は 否 

由 て 

す る 

@ 「   
あ ぎ啓 一 

そ に を三盃 

  

の   

ナ， し   
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は
 異
教
及
び
啓
示
宗
教
の
う
ち
で
 反
 理
性
、
迷
信
の
教
義
 や
行
為
を
意
味
し
 、
 彼
は
そ
 

 
 

舞 念を 

の
 真
正
な
啓
示
と
の
区
別
か
ら
理
性
の
吟
味
を
必
要
と
す
 る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
「
狂
信
を
」
を
「
理
性
 な
し
に
啓
示
を
立
て
よ
 

こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
の
 向
 
知
性
論
 ト
 で
は
常
に
理
性
と
信
 仲
 の
 両
 概
念
と
が
湛
然
一
体
ど
な
っ
て
い
る
が
、
更
に
 そ
の
本
質
的
な
関
係
を
 

論
じ
て
ゆ
こ
う
。
 

ロ
ッ
ク
は
こ
の
課
題
を
「
知
性
論
 ヒ
の
 四
巻
を
中
心
に
し
 て
 論
証
し
て
お
り
、
「
理
性
 お
窃
 。
 
コ
 」
に
対
す
る
「
 啓
 示
 Ⅱ
信
仰
 ぺ
の
づ
 

の
）
 

a
.
 

曲
 0
 コ
 ・
 
H
p
 
ぃ
 
（
 
オ
 」
の
融
合
の
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る
。
 こ
 こ
で
は
神
の
存
在
の
認
識
に
「
直
接
の
啓
示
 レ
 
日
日
注
ぎ
 （
 
e
 Ⅱ
の
 
づ
 の
）
 

曲
由
 
。
 臣
 」
の
 概
 

念
を
提
起
し
、
，
（
 

4
 
2
 
 

）
 

そ
れ
は
理
性
の
推
論
に
よ
ら
ず
 押
 そ
の
 も
の
に
よ
る
証
明
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
同
意
は
信
仰
 と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
 

 
 

て
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
啓
示
の
信
 
雨
性
 に
対
し
て
は
、
 

ロ
ッ
ク
は
理
性
と
信
仰
を
各
々
の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
 確
 

方
法
を
我
々
は
「
啓
示
」
と
呼
ぶ
し
（
 

5
 
2
 

）
 

て
、
 神
か
ら
来
る
も
の
と
し
、
そ
れ
を
提
示
す
る
人
を
信
 

「
信
仰
は
…
・
・
・
理
性
の
演
 

紳
 に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
は
 

わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
「
狂
信
の
 コ
 （
 
F
E
 
の
 
p
p
 
の
 

「
そ
れ
が
神
の
啓
示
で
あ
る
か
否
か
は
、
理
性
が
そ
れ
 

誌
 し
て
、
「
信
仰
」
と
「
啓
示
」
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
 

じ
て
、
あ
る
命
題
に
同
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
々
に
 

な
く
、
あ
る
特
定
の
「
通
知
の
仕
方
 毛
 p
 吋
 o
h
n
o
 

日
日
 

日
 」
と
混
同
さ
れ
る
の
で
、
 神
 

を
 判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

語
っ
て
い
る
。
 

こ
の
真
理
を
現
わ
す
 

廷
ヨ
の
 
注
ロ
 
0
 コ
 に
よ
っ
 



（
 
几
り
 

Ⅰ
 
U
 
）
 

の
と
認
め
て
も
…
…
よ
か
ろ
う
」
 

と
 述
べ
て
、
こ
こ
に
「
神
の
啓
示
」
は
「
聖
書
」
と
「
 理
 性
 」
そ
し
て
予
言
者
の
「
奇
跡
」
が
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
 、
 彼
の
宗
教
論
に
お
 け
 

る
 主
要
な
概
念
と
な
る
に
至
っ
た
。
 

か
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
理
性
」
と
「
聖
書
 （
新
約
の
イ
ェ
ス
を
中
心
に
）
」
と
を
主
軸
と
す
る
彼
の
 
め
 
ホ
教
 上
の
著
作
「
 
キ
 

リ
ス
ト
教
の
ム
ロ
理
性
 
円
 二
の
力
の
り
の
 

0
 コ
 が
ま
の
 
コ
 の
 拐
 0
 片
の
 
ゴ
 Ⅱ
 
乙
由
が
 
コ
ぎ
せ
 
-
 Ⅰ
の
ゆ
 

ハ
 
り
 
l
@
3
 
 

口
 か
ら
、
 彼
 特
有
の
信
仰
と
倫
理
の
認
 試
論
上
の
課
題
を
考
 

え
て
ゆ
こ
う
。
ロ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
の
前
提
と
 し
て
こ
こ
に
彼
が
敢
え
て
 日
 知
性
論
 ヒ
で
 神
の
啓
示
を
「
 
自
然
理
性
」
と
「
信
仰
」
 

の
 概
念
を
区
別
し
た
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
こ
と
は
 彼
 の
 宗
教
論
を
性
格
付
け
る
点
で
非
常
に
重
要
に
思
わ
れ
 る
 。
そ
の
理
由
と
し
て
 

彼
が
長
年
に
わ
た
る
道
徳
と
宗
教
の
ム
ロ
 
理
的
 融
合
の
意
 国
 が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
前
者
か
ら
は
自
然
法
道
徳
を
 、
 後
者
か
ら
は
啓
示
宗
教
 

が
 指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 日
 キ
リ
ス
ト
教
の
ム
ロ
 
理
 佳
ヒ
に
お
け
る
「
合
理
性
 
庄
の
オ
 の
が
の
 

o
 口
 P
 荘
籠
 9
 と
 と
は
「
道
理
に
 叶
 5
 通
 

徳
性
」
を
意
味
し
、
そ
こ
に
本
来
の
啓
示
宗
教
（
キ
 リ
 ス
ト
 教
 ）
と
の
融
合
を
企
画
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
 。
 @
 
」
の
よ
う
な
背
景
を
 

考
え
て
、
 本
 著
よ
り
次
の
二
点
を
論
証
の
課
題
に
お
き
、
 先
ず
は
「
イ
ェ
ス
信
仰
」
の
も
つ
意
義
と
、
次
に
は
「
 イ
エ
ス
の
律
法
道
徳
」
 

と
の
関
連
か
ら
「
知
性
論
 ヒ
 以
来
の
二
概
念
を
再
度
者
 慮
 し
っ
 ふ
 論
を
進
め
て
ゆ
ぎ
た
い
。
 

然
る
に
ロ
ッ
ク
は
以
上
の
問
題
に
先
立
っ
て
、
「
原
罪
 論
 」
を
伝
統
的
教
義
と
は
別
の
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
こ
 と
は
極
め
て
重
要
で
 

あ
る
。
そ
の
意
義
は
当
然
の
事
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
 大
 間
 観
の
主
要
概
念
で
あ
る
「
救
済
（
の
隼
の
 

う
叉
 p
o
 
二
の
基
 木
理
念
と
し
て
彼
の
主
 

 
 

書
工
 ｜
 十
二
な
ど
の
「
ア
ダ
ム
の
 死
隼
 S
 臼
 
o
h
 
臣
き
 日
 」
の
解
釈
を
巡
り
、
 既
 

「
・
・
・
…
信
奉
さ
れ
た
真
理
が
書
か
れ
た
「
神
の
言
葉
（
 汀
 韻
 。
 巨
 o
h
 の
。
上
の
う
ち
に
啓
示
 と
 一
致
す
る
場
合
 

或
い
は
、
「
そ
の
の
 

 
 
 
 

行
為
き
の
 a
c
 （
 
ざ
 旦
が
正
し
い
理
性
、
な
い
し
は
「
 
聖
 な
る
 書
 （
 
ゴ
の
 F
o
 モ
キ
き
 」
の
命
令
に
一
致
す
る
場
合
 は
 、
そ
れ
を
神
の
も
 

（
 
四
 ）
 

そ
れ
ら
 ほ
 彼
ら
を
確
信
さ
せ
る
に
足
る
「
外
的
な
印
し
 0
 き
 韻
の
乙
の
損
 巳
 」
を
右
し
て
い
た
。
更
に
彼
は
 、
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近世におけ 

 
 

目
 の
 窩
田
巳
 、
来
る
べ
き
王
で
あ
る
こ
と
を
明
白
な
言
葉
 で
 吉
士
目
し
た
。
」
 

こ
の
叙
述
の
中
に
ロ
ッ
ク
の
イ
ェ
ス
論
の
大
方
の
骨
子
が
 表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

も
、
 自
ら
メ
シ
ア
で
あ
る
と
い
う
言
明
を
慎
重
に
し
な
 け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
 0
 一
方
彼
の
 生

前
の
 イ
ヱ
ス
 は
当
時
の
歴
史
的
事
情
か
ら
 

死
後
は
、
予
言
の
成
就
に
 ょ
 り
、
弟
子
た
ち
 

陥
 

天
国
は
近
づ
い
た
こ
と
し
か
教
え
て
い
な
か
っ
 

た
 。
彼
ら
弟
子
た
ち
が
イ
ェ
ス
の
「
復
活
力
の
の
 

け
ぺ
 
Ⅰ
の
 
c
 
（
 
ぃ
 
0
 
コ
 」
の
後
に
「
聖
霊
（
目
の
 

 
 

教
の
表
現
を
変
え
て
、
至
る
所
で
…
・
・
・
「
 

イ
ヱ
ス
 は
 メ
シ
ア
で
あ
 ス
 
㌧
日
の
の
目
の
 

ぁ
 

を
 

腕
前
 と
 、
死
後
に
復
活
し
て
使
徒
の
布
教
時
代
と
の
 

相
違
を
意
味
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
は
次
の
如
く
 

五
 胆
っ
ナ
ヒ
 

Ⅱ
 
リ
る
 
。
 

「
・
・
・
：
ふ
く
て
我
々
が
理
解
す
る
こ
と
は
、
 

ィ
 ヱ
ス
 が
死
ぬ
ま
で
は
、
 
た
ビ
 「
天
国
の
福
音
（
 
オ
 の
の
 0
 
の
 
で
 日
 0
*
 
 

本
ぎ
的
隼
 

0
 日
 ）
 
、
 即
ち
 

て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
一
方
で
は
ア
ダ
ム
だ
け
の
堕
罪
 の
 罪
は
認
め
、
彼
の
可
 死
 性
は
我
々
万
民
の
可
 死
性
 、
 即
ち
自
然
の
死
を
意
味
 

し
 、
有
限
な
存
在
者
と
な
っ
た
の
あ
る
。
 

-
5
 

3
 
 

）
 以
上
は
ロ
ッ
ク
 の
 原
罪
理
念
の
概
略
的
位
置
付
け
で
あ
る
が
、
 本
 課
題
 は
 ロ
ッ
ク
の
 め
 
示
教
論
上
 

の
 影
響
か
ら
み
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
思
想
（
カ
ル
ビ
ン
主
義
 の
 教
義
）
と
の
関
係
か
ら
論
述
す
べ
き
だ
が
、
本
稿
の
 中
心
課
題
と
の
兼
合
い
 

か
ら
し
て
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
 

か
く
し
て
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
福
音
書
の
主
要
な
理
念
 は
 「
コ
リ
ン
ト
第
一
書
、
十
八
 ，
 二
三
」
よ
り
ア
ダ
ム
の
 死
が
 キ
リ
ス
ト
に
 よ
 

て
っ
て
全
人
が
 蘇
 え
る
こ
と
、
こ
の
深
淵
な
啓
示
の
内
 容
は
 イ
ェ
ス
の
メ
シ
ア
化
に
よ
る
全
人
類
の
救
済
を
意
 抹
 す
る
も
の
で
あ
る
。
 か
ょ
 

ぬ
 
う
 た
 宗
教
的
視
点
 よ
 り
 木
 著
に
眼
を
点
ず
る
と
、
 新
 約
 聖
書
に
お
い
て
イ
ェ
ス
自
身
が
大
ぎ
く
転
換
す
る
の
 は
、
 彼
の
直
接
宣
教
し
た
 生
 

成
 神
学
と
彼
の
解
釈
と
の
相
違
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 一
 
朋
 者
が
伝
統
教
義
上
の
原
罪
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
 て
、
 彼
は
ア
ダ
ム
の
 自
 

然
 の
 死
 と
解
し
て
お
り
、
そ
こ
に
ア
ダ
ム
は
我
々
と
岡
 じ
一
人
の
有
限
な
る
人
間
と
し
て
「
堕
罪
（
 r
a
 
コ
 の
 む
 「
の
の
の
 

ぃ
 
0
 コ
 」
、
神
へ
の
不
服
従
 

ハ
 
㏄
）
 

@
 

の
罪
に
よ
り
、
「
死
す
べ
 
き
 も
の
 
日
 0
 「
（
 

p
p
 

」
と
な
っ
た
 0
 こ
こ
に
ロ
ッ
ク
の
原
罪
理
念
は
二
つ
の
局
面
に
区
別
し
 て
い
る
。
一
つ
に
は
 
伝
 

（
 
叫
 @
 

統
 教
義
と
し
て
の
原
罪
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
 「
誰
し
も
自
ら
の
「
所
業
 

毛
 0
 時
 」
に
よ
う
な
け
れ
ば
 罰
 せ
ら
れ
な
い
」
と
言
っ
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（
 
屯
 "
 

っ
た
 。
我
々
は
・
・
・
・
・
・
彼
か
ら
理
性
を
導
入
す
る
の
に
適
し
 

た
 十
分
な
規
則
を
得
て
い
る
。
…
・
・
 こ
 

に
よ
っ
て
「
神
の
子
（
 オ
 の
の
 0
 臣
 o
h
 
 

の
 o
 宙
 」
Ⅱ
「
 メ
シ
 ア
旨
 e
S
 
の
 
団
プ
 
」
（
ギ
リ
シ
ャ
 屯
 W
 の
 凍
穏
 q
q
Q
 

の
と
し
て
 

信
 仰
の
絶
対
的
存
在
に
ま
 

で
 高
め
た
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
更
に
福
音
書
が
使
徒
た
 ち
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
「
ナ
ザ
レ
の
 イ
ェ
ス
こ
そ
が
救
世
主
 

（
 
舘
 ）
 

で
あ
る
」
（
ヨ
ハ
ネ
、
十
四
 
｜
一
 、
同
八
）
と
い
う
最
も
簡
 明
な
 信
仰
に
人
々
を
導
入
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
 て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
 

種
々
 な
 意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
福
音
書
の
 目
的
が
ユ
ダ
ヤ
民
族
以
外
の
人
々
に
も
「
 義
 （
 
仔
 ぎ
の
 0
 拐
 コ
 の
の
の
」
な
る
自
覚
を
も
 

た
せ
、
民
族
の
普
遍
化
を
図
る
こ
と
、
旧
約
時
代
よ
り
 律
 浅
道
徳
の
戒
律
を
遵
守
で
き
な
い
一
般
の
不
完
全
な
人
 々
を
対
象
と
し
た
こ
と
 

が
 挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
 
p
,
 ク
の
 解
釈
で
は
「
 信
 仰
 の
 法
臼
の
 
）
 
P
 毛
 。
Ⅱ
Ⅱ
田
安
」
は
イ
エ
ス
自
身
の
宣
教
 
や
 実
践
活
動
、
彼
の
奇
 

跡
 の
 業
 、
彼
自
身
ら
の
「
メ
シ
ア
」
と
し
て
の
上
口
白
な
 
ど
に
無
類
の
信
仰
を
寄
せ
、
そ
こ
か
ら
 ィ
ヱ
ス
 へ
の
信
仰
 を
 深
め
、
も
し
人
が
永
 

（
 
只
 
3
.
3
 

v
 
）
 

遠
の
生
命
を
得
た
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
唯
一
の
信
仰
 箇
 条
 に
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
、
彼
は
考
え
て
い
た
。
 

こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 信
仰
箇
条
の
簡
素
化
は
「
 行
い
の
 法
 
ま
の
鼠
毛
 

o
H
 

韻
 。
 キ
 」
に
も
摘
要
さ
れ
て
 い
る
 0
 
 
「
行
い
Ⅱ
 
業
 

（
㏄
）
 

毛
 。
 下
 」
が
義
と
な
る
基
準
は
、
そ
れ
が
 
ィ
ヱ
ス
 の
 啓
 が
し
た
「
道
徳
と
服
従
と
の
明
白
で
直
接
的
な
規
則
」
を
 い
う
 の
で
あ
る
が
、
 そ
 

れ
は
旧
約
の
モ
ー
セ
の
律
法
道
徳
を
引
き
継
い
だ
部
分
 と
 更
に
は
律
法
を
持
た
な
い
異
邦
人
（
具
体
的
に
は
 ギ
リ
 シ
ャ
 人
 ）
の
自
然
法
 道
 

徳
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
モ
ー
セ
の
律
法
道
徳
 と
 自
然
法
道
徳
は
時
空
を
超
越
し
た
永
遠
の
正
義
の
法
と
し
 て
 異
教
徒
万
民
に
も
 妥
 

当
 す
る
「
普
遍
的
倫
理
」
の
確
立
へ
の
視
点
が
開
示
さ
 れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
明
的
な
表
現
の
最
も
顕
著
な
 る
も
の
は
、
 イ
ヱ
ス
 の
 

「
普
遍
的
黄
金
律
臼
の
内
の
 
コ
 の
 q
p
 
）
 幅
 。
三
の
 
コ
目
こ
 」
（
 マ
 

 
 

く
し
て
ロ
ッ
ク
は
福
音
 

書
の
本
質
を
完
全
な
倫
理
学
の
体
系
と
し
て
考
察
し
た
，
 
」
と
は
、
イ
ェ
ス
が
啓
示
し
た
先
述
の
道
徳
と
「
行
い
の
 
法
 」
が
一
致
す
る
と
 ぃ
 

ぅ
 こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
 

「
…
…
こ
の
よ
う
な
道
徳
律
を
 イ
ヱ
ス
 ・
キ
リ
ス
ト
は
 我
 々
に
新
約
聖
書
の
中
で
与
え
て
く
れ
た
が
…
：
そ
れ
は
 啓
示
に
 よ
 る
も
の
だ
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近世における 理性 

と 
ケ @ し @ し 

し ム 

2  で、 

  彼 ぅ 。     
の う   
不ソ 教ド 

章 
埋 め 
含 蓄 
も よ イ乍 

か 司 
ム キ 

る リ 

- 刀 司ぃス 識ト 
方 数 
法 は 
の 神 
合 秘 
理 に 

的 あ 
必 ら 

然 ず 

口トよ 論人 か 

ち り   

秤 量 
の 初 

に彼 絶対 

的 の 
存 理 
在 性 

論よ な最 

認識 拠 り 終 の 

点 、 方 
と 法 
し に 

て つ 
い い 

る て 
こ 述 
と べ 

一十 るよ     
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と
い
う
叙
述
は
啓
示
の
道
徳
と
自
然
法
道
徳
の
一
致
を
 ，
 
」
こ
に
掲
げ
て
い
る
。
 

更
に
ロ
ッ
ク
は
「
知
性
論
 b
 の
方
法
理
念
を
再
々
摘
要
 し
て
、
啓
示
Ⅱ
理
性
論
の
関
係
を
、
そ
の
ま
 
又
 「
信
仰
 の
法
 」
と
「
行
い
の
 

法
 」
の
間
に
も
融
合
を
企
画
し
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
を
 
「
ロ
マ
 
書
 、
三
ー
三
一
」
の
内
容
に
ム
ロ
流
さ
せ
て
次
の
よ
 
5
%
 

言
う
。
「
行
い
の
 

法
 」
は
「
信
仰
の
法
し
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
る
の
で
は
 な
く
、
逆
に
そ
れ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
、
（
 

2
 
4
 ）
 と
判
断
し
た
 。
そ
の
問
題
は
、
イ
ェ
 

ス
の
 メ
シ
ア
化
が
「
ヰ
食
跡
と
し
う
明
確
な
証
拠
」
 

、
、
 

（
 
3
 
4
 
 

）
 か
ら
 彼
 を
 神
格
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
概
念
 は
神
の
代
理
者
を
媒
介
 

と
す
る
神
の
啓
示
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
性
の
「
同
意
 が
の
の
の
 

コ
 （
」
に
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
 イ
 エ
 ス
へ
の
信
仰
と
 べ
ヱ
 

ス
 の
道
徳
的
律
法
と
の
一
致
に
よ
り
完
全
な
倫
理
学
の
確
 立
を
到
達
し
た
も
の
と
い
え
よ
 う
 。
 

こ
ュ
 に
ナ
ザ
レ
人
イ
ェ
ス
が
啓
示
し
た
道
徳
的
律
法
Ⅱ
「
 
行
い
の
 法
 」
が
イ
ェ
ス
信
仰
Ⅱ
「
信
仰
の
法
し
と
の
融
合
 を
 通
し
て
、
 p
 ッ
ク
 

は
 理
性
と
信
仰
の
一
致
を
目
指
し
た
「
知
性
論
 L
 の
方
法
 理
念
を
更
に
表
現
し
て
い
る
。
 

「
 
こ
ム
 に
道
徳
は
一
つ
の
確
実
な
基
準
を
も
つ
こ
と
に
な
 り
 、
そ
の
基
準
は
啓
示
が
保
証
し
て
い
て
、
理
性
が
否
 産
 し
た
り
、
疑
が
っ
 

 
 

（
 
佃
 ）
 

巡
 

た
り
す
る
も
の
で
な
く
、
啓
示
も
理
性
も
 、
そ
 0
 基
準
が
偉
大
な
立
法
者
た
る
神
か
ら
来
る
こ
と
を
証
明
 し
て
い
る
。
」
 

 
 

ス
 へ
の
 義
 な
る
信
仰
 と
イ
ヱ
ス
 の
啓
示
さ
れ
た
道
徳
的
 律
 法
 と
が
融
合
化
さ
れ
て
「
 倫
 

腰
 
理
化
さ
れ
た
」
キ
リ
ス
ト
教
と
な
り
え
た
の
で
あ
 る
 。
 

信
 

と
 



の
 概
念
か
ら
は
 

及
び
道
徳
上
の
 

ら
は
「
同
意
・
 

協
働
作
用
に
 ょ
 

 
 

諸
感
覚
の
「
経
験
 已
 %
 づ
の
 
q
p
 
の
 コ
お
 」
及
び
「
権
威
下
口
 臼
 0
 舌
モ
」
が
該
当
す
る
が
「
権
威
」
か
ら
は
、
宗
教
上
の
 「
啓
示
」
 

「
人
間
性
」
な
ど
が
該
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ト
ー
ラ
 ソ
 ド
の
 理
性
論
か
ら
は
最
も
根
源
の
「
知
覚
・
理
知
」
の
 関
係
か
 

明
証
」
の
論
理
が
該
当
し
、
そ
れ
ら
は
最
も
基
本
的
な
 諸
概
念
を
統
率
す
る
。
更
に
「
確
信
・
伝
達
」
も
ま
た
そ
 れ
ら
の
 

り
 複
合
概
念
の
正
し
い
認
識
を
促
進
し
、
全
知
識
に
も
 当
て
は
ま
る
と
、
彼
は
考
え
て
い
た
よ
 う
 で
あ
る
。
 

（
㎎
 
ジ
 

安
 が
の
り
。
 

ダ
 
㌧
の
 ぺ
 の
 
u
a
 （
～
 

0
 ロ
 二
を
主
体
と
す
る
認
識
手
段
 
と
 考
え
ら
れ
、
明
証
 牲
 と
も
同
類
の
関
係
で
あ
る
。
一
方
「
 伝
達
～
 コ
め
 
0
q
 日
ま
 。
 三
 

う
ま
で
も
な
い
。
問
題
点
は
「
啓
示
」
と
「
神
秘
性
」
の
 真
偽
に
関
す
る
理
性
認
識
（
第
一
部
の
理
性
論
）
の
 あ
 り
 方
が
神
の
権
威
に
関
 

わ
る
こ
と
で
あ
る
。
ト
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
「
共
通
観
念
 」
の
内
に
存
在
不
能
な
啓
示
や
神
秘
の
実
在
は
神
の
否
 定
を
意
味
し
、
そ
れ
は
 

彼
に
と
っ
て
論
外
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
彼
の
 理
性
認
識
は
二
律
背
反
、
或
い
は
逆
説
的
な
論
理
に
依
存
 す
る
結
果
と
な
り
、
 
こ
 

ュ
に
 啓
示
、
神
秘
の
概
念
は
聖
書
の
権
威
を
意
味
し
 、
新
 約
 0
 イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
  
 

（
Ⅱ
 
W
-
 

本
 著
の
第
一
部
「
理
性
に
つ
い
て
」
の
中
で
ト
ー
ラ
ン
 ド
は
 理
性
の
一
般
的
性
格
を
論
じ
、
理
性
が
あ
ら
ゆ
る
 知
 性
を
支
え
る
唯
一
の
 

（
 
ワ
 
4
 
1
 
）
 

（
 
邨
 ）
 

根
源
で
あ
る
と
考
え
て
、
全
知
識
に
お
け
る
概
念
間
の
 理
性
認
識
の
方
法
を
 p
 ッ
ク
 の
認
識
論
の
基
本
原
理
よ
り
 導
入
し
た
。
そ
こ
か
ら
 

宗
教
の
如
 き
 特
殊
な
概
念
に
至
る
ま
で
、
そ
の
方
法
原
理
 
を
 摘
要
で
き
る
と
考
え
た
。
 

先
づ
 最
初
に
、
知
識
を
知
覚
 
と
 理
知
（
な
い
し
は
 精
 

神
 り
と
の
関
係
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
 0
 「
 要
 す
る
に
我
々
の
「
知
識
 パ
コ
 0
 旧
日
の
卸
 

ゅ
 は
す
べ
て
・
・
・
…
 

我
 々

の
「
観
念
（
 宙
 e
a
 

の
」
 

目
ぎ
 旦
に
も
、
直
接
的
な
「
明
証
の
も
の
③
 
ま
 隼
の
 
コ
 の
の
 

が
 
「
一
致
す
る
か
、
し
な
い
か
 卜
 恩
お
日
の
臣
（
 o
r
 目
 の
曲
㏄
Ⅱ
の
の
日
の
 

コ
 （
」
と
「
知
覚
㌧
の
お
名
ヱ
 0
 コ
 」
以
外
の
何
 

（
公
理
や
格
率
な
ど
）
と
、
直
接
的
に
は
明
証
で
な
い
 も
の
に
区
別
し
、
後
者
 

  

更
に
こ
の
知
覚
が
、
直
接
に
可
能
な
場
合
と
不
可
能
な
 場
合
で
、
そ
れ
を
肉
感
的
に
同
意
す
る
我
々
の
「
 理 知
 
（
な
い
し
は
精
神
）
 

か
ら
は
媒
介
の
概
念
や
事
物
の
個
有
性
を
通
し
て
 複
 ム
ロ
 
的
 な
 知
識
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

さ
て
こ
こ
に
ト
ー
ラ
 ソ
ド
 は
か
よ
う
な
 複
 ム
ロ
的
な
知
識
の
 認
識
方
法
を
、
理
知
の
同
意
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
 

そ
 れ
は
「
確
信
㌧
の
お
・
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近世における 理性と信仰の 概念を巡って 

を い「宮本表の な こや 明 らな論で 的な 疎 然     
我 な る 以   

の 。 し ネ昌 

  

同意に いと、 るが、 側をこ のが右 

我 と こ す ょ 

理 に " え 現 々 彼 に る る 

。 部   判断や の能力 は言及 挙げる 合理的 

  分 を し な な 決 
」     と 

理 
優 吏 ら 内 定 

3fa 
解 う だ続、 に は 容の そ実   ，え   さ げ げ 神 れ 際 

書 れ ィ吏 る は 目 上 
（ @ ノ ね 。 我 休 め 

も 啓 、 の る 適用 して カ 々ミ に主 

神 不概俳、 それが と   
理 事 は 質 移 っ 
性   び 存 @ し てよ 道方な の一 的 り、 も 

ヶ， @ ヒ 教 よ 理 で 事 そ 極 
反 理 る を 我 に の め っこ 。 な理念りそれは我々 ついて 本 の「 六 し 内 厳 見 々 消 鋭 て 

が と で 仮 性 然 て 容 格 極 が 極 刑 辛 
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「
…
：
毛
の
理
由
は
、
こ
れ
（
共
通
観
念
）
は
理
性
に
よ
 る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
神
そ
の
も
の
の
存
在
の
 確
実
性
に
達
す
る
 如
 

く
 、
そ
の
 ょ
う
 に
我
々
は
他
の
方
法
で
は
「
神
の
啓
示
 口
 の
寄
お
 下
曲
 0
 コ
 o
H
 
の
 0
 且
に
見
分
げ
ら
れ
な
い
の
 
で
、
神
に
つ
い
て
の
 

（
 
印
 ）
 

我
々
の
偶
有
観
念
と
の
一
致
に
よ
っ
て
見
分
け
ら
れ
る
 の
だ
。
そ
の
こ
と
は
我
々
の
有
す
る
共
通
観
念
と
の
一
致
 に
お
い
て
で
あ
る
。
 

は
 上
が
彼
の
啓
示
の
真
偽
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
。
 然
 る
に
 か
よ
う
な
見
解
か
ら
は
、
果
し
て
啓
示
そ
の
も
の
が
 理
性
の
共
通
観
念
に
安
 

易
な
 認
識
を
以
っ
て
適
合
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

こ
こ
に
ト
ー
ラ
ン
ド
は
啓
示
の
「
権
威
」
と
「
本
性
」
に
 つ
い
て
 彼
 特
有
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
そ
の
権
威
は
 、
 一
部
「
理
性
に
つ
い
 

て
 し
に
お
け
る
「
伝
達
Ⅰ
 目
 0
 「
 
日
笘
ざ
コ
 」
の
手
段
と
し
 

 
 

そ
れ
を
高
度
な
権
威
と
 

し
て
認
め
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
理
そ
の
も
 の
を
明
示
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
真
理
と
は
虚
偽
 が
 不
可
能
な
も
の
だ
か
 

（
㏄
）
 

ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
啓
示
は
し
ば
し
ば
理
性
を
黙
視
 さ
せ
、
滅
亡
さ
せ
る
程
の
 力
 能
を
有
す
る
か
の
 よ
う
 で
あ
 り
 、
啓
示
の
権
威
及
び
 

本
性
は
極
め
て
不
安
定
で
気
ま
ぐ
れ
な
性
格
を
有
す
る
 も
の
と
い
え
よ
 う
 。
 

さ
て
 こ
ム
 で
啓
示
と
神
と
の
種
々
 な
 関
係
に
つ
い
て
 語
 る
 必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
真
正
な
神
の
啓
示
 は
 真
理
で
あ
り
、
 そ
 

れ
は
当
然
理
性
に
叶
う
こ
と
は
啓
示
の
権
威
で
あ
っ
て
 、
 虚
偽
や
啓
示
と
い
う
も
の
は
本
来
的
に
は
不
可
能
で
あ
 り
 、
も
し
 仮
 り
に
存
在
 

す
る
な
ら
ば
「
神
秘
 目
 せ
の
（
の
 

ミ
 」
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
 は
神
と
理
性
に
と
っ
て
不
合
理
な
概
念
で
あ
る
故
に
 、
啓
 示
 は
そ
の
変
質
に
よ
っ
 

て
 少
な
く
と
も
理
性
の
「
可
能
性
㌧
 0
 お
子
安
目
」
の
 限
 

 
 

能
 性
を
力
説
し
て
、
「
私
 

（
 
l
 
6
0
 

）
 

は
 可
能
性
と
言
 う
 の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
万
能
の
神
 、
 そ
れ
自
身
で
さ
え
も
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
為
し
得
な
 い
の
だ
か
ら
・
・
・
…
」
と
 

い
 う
 表
現
か
ら
考
え
て
、
も
し
理
性
の
権
限
を
認
め
な
 げ
 れ
ば
、
真
正
な
る
啓
示
す
ら
も
、
人
々
の
 欺
 哺
や
因
襲
 か
ら
我
々
を
救
助
で
ぎ
 

  

異
な
っ
て
い
る
の
で
問
題
に
な
ら
な
い
 0
 と
述
べ
、
 
ま
 た
 来
世
の
事
を
教
 謝
 す
る
神
学
な
ど
も
こ
の
 ょ
 5
 な
 立
場
 と
 変
う
な
い
か
ら
、
 
信
 

@
@
 
側
 
）
 

ず
る
に
足
る
も
の
か
、
な
ど
反
証
を
挙
げ
て
い
る
が
、
 再
 び
 啓
示
の
真
偽
を
持
出
し
て
い
る
。
 

so)  60 



厄
 二
律
背
反
の
如
き
解
釈
を
巡
っ
て
、
そ
れ
の
逆
説
 

的
な
意
味
か
ら
開
示
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
に
 

対
す
る
、
次
の
よ
う
な
見
解
 

ボ
 か
ら
察
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
 

 
 

が
 探
求
す
る
真
理
に
 

、
 他
の
あ
ら
ゆ
る
考
察
す
る
も
の
 

ょ
 り
も
、
言
い
尽
せ
な
い
程
に
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

ら
 神
秘
的
な
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
決
し
て
主
張
 

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
 

断
と
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
が
近
 

示
 上
の
聖
な
る
予
言
な
ど
に
、
そ
の
 

真
偲
性
 
を
見
 

 
 

 
 

61  (181) 

な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
啓
示
さ
れ
る
い
か
な
る
も
の
も
 理
性
的
な
可
能
性
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
 々
 に
彼
は
 神
聖
な
る
啓
示
を
 、
そ
 

の
 大
き
な
確
実
性
に
よ
っ
て
著
し
く
卓
越
し
た
も
の
と
 見
 な
す
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
ト
ー
ラ
ン
ド
は
た
と
え
 福
 音
書
の
中
に
存
す
る
 啓
 

示
 と
い
え
ど
も
、
そ
れ
の
真
偽
を
理
性
の
基
準
、
即
ち
 共
通
観
念
の
妥
当
性
を
必
要
と
し
、
神
の
真
理
を
求
め
て
 い
る
の
で
あ
る
。
 

第
三
部
「
福
音
書
の
中
に
は
神
秘
的
な
も
の
は
な
く
 理
 性
を
超
え
る
何
も
の
も
な
し
」
 

ハ
 
㍉
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
 

2
@
 

を
 中
心
に
論
述
す
る
 

こ
と
に
し
た
い
。
 先
づ
は
 
「
神
秘
 旨
ち
汀
 「
三
の
概
念
 に
 対
す
る
徹
底
し
た
合
理
的
解
明
で
あ
る
。
然
る
に
 そ
 の
 解
明
の
真
意
は
逆
説
 

で
あ
り
、
神
の
絶
対
性
が
新
約
の
啓
示
、
予
言
と
な
り
、
 イ
ェ
ス
の
出
現
が
決
定
 付
 げ
ら
れ
る
。
ト
ー
ラ
 ソ
ド
 に
 と
っ
て
神
秘
と
は
本
来
 

へ
 
Ⅰ
。
）
 

6
 

的
な
意
味
で
理
性
の
対
象
と
は
な
り
え
ず
、
感
知
不
能
 な
 「
 
無
コ
 0
 ま
ぎ
巴
 
と
い
う
不
合
理
な
概
念
に
帰
す
る
が
 、
そ
れ
は
、
全
能
の
神
 

の
 「
 力
 籠
目
 o
 （
 
c
 
の
」
を
認
め
な
い
事
と
な
り
決
定
的
な
 
矛
盾
と
な
る
。
そ
こ
で
彼
は
神
秘
と
い
う
概
念
の
不
合
理
 と
 共
に
、
人
間
理
性
の
 

有
限
と
い
う
事
実
か
ら
、
神
の
諸
属
性
の
「
名
目
的
 本
 質
 
ま
の
 之
 。
 ヨ
ぎ
巴
 Ⅱ
の
の
の
コ
お
」
を
理
解
す
る
に
止
ま
り
 

、
 神
の
「
実
在
的
本
質
 
 
 

そ
れ
故
に
こ
の
 ょ
う
 な
神
秘
性
を
全
き
無
の
概
念
に
放
 冒
 し
て
お
く
こ
と
は
、
全
能
 

（
㏄
）
 

巡
の
神
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
 

を
 

賄
 

こ
の
よ
う
な
論
理
構
造
を
 、
 彼
は
新
約
聖
書
の
 啓
示
に
当
て
は
め
て
、
そ
の
神
秘
の
問
題
を
追
求
し
て
い
 る
 。
神
秘
性
は
こ
の
よ
う
な
 



  
刀 て こ と 二 示 て な は 来 こ 

（ 二 を い か 密 事 の 
との入合「 理証 にで 世コ 9 新た づ 易がよ 

う
な
聖
書
の
引
用
か
ら
ト
ー
ラ
ン
ド
の
考
え
で
は
、
こ
の
 神
秘
の
存
在
は
差
当
っ
て
旧
約
時
代
か
ら
の
種
々
の
 子
 言
や
奇
跡
の
出
 

、
新
約
時
代
に
至
っ
て
も
一
般
に
ほ
理
解
で
さ
な
か
っ
 た
 。
 ィ
ヱ
ス
 の
弟
子
た
ち
に
は
時
折
啓
示
さ
れ
た
が
、
 

そ
 の
 ・
教
義
の
深
淵
 

に
 明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
更
に
異
教
徒
に
は
未
来
へ
の
 「
配
慮
 %
 超
 0
 コ
の
 
び
 （
 
ざ
コ
 」
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
 殆
 ん
ど
開
示
さ
れ
 

 
 

の
 不
可
解
な
秘
事
で
あ
り
、
酸
味
な
 讐
 話
や
不
明
な
奇
跡
 な
ど
で
充
満
し
 

界
 が
始
ま
っ
て
以
来
、
不
可
解
な
ま
 ム
 だ
っ
た
神
秘
 と
 

が
、
ィ
ヱ
ス
 
の
出
現
と
共
に
そ
れ
ら
が
健
全
な
る
理
性
 か
ら
十
分
理
解
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
最
も
深
 

い
 う
 啓
示
に
よ
れ
ば
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
 教
説
づ
 淵

 な
神
秘
の
開
 

の
 
の
 の
 
甘
 レ
コ
㎎
」
は
 

約
 聖
書
の
記
述
で
例
示
す
る
な
ら
ば
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
 ス
ト
だ
け
が
真
正
の
メ
シ
ア
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
、
 

（
ル
力
、
十
 ｜
 

日
 、
ヨ
ハ
ネ
、
十
二
 ｜
 四
四
 ち
 五
十
）
か
ら
、
旧
約
の
 啓
示
が
今
や
イ
ェ
ス
の
 葉
 と
言
葉
に
よ
っ
て
往
時
の
権
威
 を
 喪
失
し
た
こ
 

リ
ン
ト
第
二
 
書
 、
二
一
 ｜
 十
二
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
 

更
 に
 
「
コ
マ
 書
 、
十
六
 ｜
 二
五
、
六
 L
 よ
り
述
べ
る
な
ら
 ま
 
ら
 

は
 明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
永
遠
の
神
の
「
命
令
の
 0
 日
日
の
コ
ら
日
の
 

コ
 （
」
に
従
っ
て
信
仰
に
服
従
す
る
も
の
と
 

し
て
、
全
異
邦
 

ハ
 
9
 
6
 ）
 

知
れ
渡
っ
た
 ヒ
 

言
か
ら
世
界
の
始
ま
り
と
共
に
隠
れ
て
い
た
神
秘
の
帳
 り
が
、
イ
ェ
ス
の
出
現
在
よ
っ
て
開
示
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
 教
は
真
な
る
 啓
 

性
の
対
象
と
な
る
に
至
っ
た
。
 

の
 
イ
エ
ス
の
到
来
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
そ
こ
で
 そ
の
神
秘
の
啓
示
を
同
コ
リ
 ソ
ト
 
第
一
書
、
干
 七、
 

八
口
で
は
次
の
如
く
で
 

 
  

 
 
 

あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
・
・
・
・
・
・
神
の
知
恵
 片
 す
の
 
毛
 ㌃
 隼
 0
 日
 o
h
 
 
の
。
年
は
神
秘
の
 う
 ち
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
神
は
我
々
の
 栄
光
の
た
め
に
、
 
世
 

の
 始
ま
ら
ぬ
前
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
の
だ
か
ら
、
 そ
 し
て
世
の
支
配
者
の
う
ち
誰
も
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
 と
、
 

我
々
は
語
っ
て
 

（
 臼
 -
 

い
る
 0
 」
 



ゅ ）． -% げる理性と信仰の 

の 識 表 は   
コ ロ の イ 論 で   
笘 ッ 論 エ 的 は     

    
  

現 有 い 
ら Ⅱの @  Ⅰ 押 し て 

読 て 述 
や い べ 

合 る よ 

理 。 ぅ 

諭 そ   

」と「直接の啓示」 づ匹曲エ 。 コ か の こ 

は 「 自 

ら 具 の 
は 体 概 

神 然 諾 約 念 
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概念を巡って 

か
く
し
て
ト
ー
ラ
 ソ
ド
 の
キ
 リ
ス
 止
荻
解
釈
は
、
啓
示
 や
 神
秘
の
如
 き
 不
確
実
、
不
合
理
な
概
念
が
等
質
な
理
性
 認
識
に
 よ
 る
真
偽
の
 

対
象
と
な
る
と
き
、
神
の
絶
対
性
が
崩
壊
す
る
危
機
を
 字
 み
、
 か
ュ
る
 矛
盾
を
解
消
す
べ
く
超
自
然
の
記
述
、
聖
 書
の
真
正
な
る
啓
示
を
 

全
面
的
に
信
頼
す
べ
 き
 必
然
性
が
生
じ
て
来
た
。
然
る
 に
そ
の
真
正
な
啓
示
は
旧
約
か
ら
新
約
へ
の
転
機
と
し
て
 イ
 ニ
ス
の
メ
シ
ア
性
が
 

絶
対
の
存
在
と
し
て
ロ
ッ
ク
と
同
様
に
考
え
て
い
る
が
、
 ト
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
に
も
か
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
 な
 論
理
の
転
換
が
存
在
 

 
 

理
 な
部
分
を
新
約
以
前
の
不
可
解
な
も
の
と
想
定
し
て
 、
イ
ェ
ス
の
啓
示
の
み
 

を
 合
理
性
の
原
点
と
す
る
に
至
り
、
福
音
書
に
は
何
ら
の
 神
秘
も
な
く
、
理
性
以
上
も
の
も
な
い
と
い
う
復
本
来
 の
 主
張
に
徹
し
切
っ
た
 

も
の
と
い
え
よ
う
。
 

ト
ー
ラ
 ソ
ド
 に
は
こ
の
よ
う
に
理
性
と
啓
示
信
仰
の
一
一
領
 
域
を
結
ぶ
適
当
な
概
念
に
乏
し
く
、
い
わ
ば
等
質
な
理
 性
論
 で
信
仰
の
領
域
 

を
も
合
理
化
し
て
い
る
解
釈
方
法
に
は
問
題
が
あ
り
、
 変
 則
 的
な
論
理
方
法
の
一
端
が
大
い
に
窺
え
る
の
で
あ
る
  
 

四
立
 早 



（
 
Ⅱ
）
 

@
 

の
 「
外
的
印
し
 0
 二
毛
 曲
 三
の
漏
 巳
 」
と
し
て
奇
跡
の
現
 象
 を
も
た
ら
す
が
、
そ
れ
は
信
仰
の
対
象
と
な
る
。
一
方
 自
然
理
性
も
同
様
に
 

神
の
所
与
で
は
あ
る
が
、
そ
の
能
力
は
有
限
で
あ
る
の
 で
 神
の
啓
示
を
直
接
知
る
に
は
そ
れ
へ
の
信
仰
が
必
要
で
 あ
り
、
改
め
て
奇
跡
の
 

本
質
を
述
べ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
小
論
文
目
奇
跡
論
 下
 曳
き
 。
 仁
 r
 
の
の
 

o
h
 

臼
の
目
 

甲
 a
c
 

）
の
の
・
）
 

き
占
 
や
日
知
性
論
 ヒ
 四
巻
な
ど
で
「
 奇
 

跡
 」
の
本
質
の
概
括
的
な
定
義
付
け
な
し
て
い
る
。
「
 

因
果
の
確
立
さ
れ
た
方
法
に
お
け
る
自
現
の
力
を
超
 え
て
い
る
も
の
し
 或
い
 

は
 「
超
自
然
の
出
来
事
で
自
然
の
経
過
を
変
え
る
能
力
 を
 超
え
て
い
る
も
の
」
（
 

2
 
@
 
 

）
 と
あ
る
。
か
く
し
て
真
正
な
る
 奇
 跡
は
啓
示
の
具
現
化
さ
 

れ
た
「
 力
能
 h
o
r
e
 

旦
で
あ
り
、
こ
の
外
的
現
象
は
感
覚
 

内
省
の
段
階
を
超
え
て
直
観
 知
 、
な
い
し
は
「
 直
 誉
且
ぎ
 （
年
中
（
 

p
o
 

由
 し
に
よ
り
 

我
々
を
同
意
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
 

，
 

-
,
-
@
 
 

か
よ
う
な
 力
能
 の
 内
的
確
信
こ
そ
 神
 自
身
の
代
理
者
に
の
み
、
そ
れ
を
 啓
 示
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
真
正
な
奇
跡
と
は
、
聖
書
の
権
威
に
叶
い
、
 同
 時
に
理
性
認
識
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
 真
雨
 性
を
明
示
し
 た
も
の
で
、
こ
の
 二
 

つ
を
 充
 す
な
ら
ば
偽
り
の
奇
跡
は
、
そ
の
 力
 能
に
お
い
て
 真
正
の
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
。
そ
れ
故
に
キ
リ
ス
ト
教
 
（
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
部
も
 

含
む
）
と
異
教
と
の
相
違
は
こ
 ュ
 に
明
確
で
あ
り
、
 前
 者
の
み
が
神
聖
で
道
理
に
叶
 う
 奇
跡
を
有
し
、
異
教
に
は
 そ
れ
が
な
い
。
そ
れ
ら
 

（
 
円
 
@
 ）
 

は
 単
に
多
神
、
寓
話
、
秘
儀
な
ど
に
満
ち
、
 p
 ッ
ク
 に
 っ
 て
は
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
故
に
神
の
奇
跡
と
は
唯
一
の
啓
示
宗
教
に
お
け
る
 神
の
仲
介
者
、
旧
約
の
モ
ー
セ
と
新
約
の
イ
ェ
ス
（
広
義
 に
は
彼
の
弟
子
た
 

ち
 ）
以
外
に
は
な
く
、
彼
ら
こ
そ
神
の
啓
示
を
伝
達
す
 る
 可
能
な
能
力
を
備
え
て
い
た
。
彼
ら
の
神
聖
な
奇
跡
は
 そ
れ
ら
を
目
撃
し
た
 一
 

般
 民
衆
の
心
に
異
常
な
力
を
感
じ
さ
せ
、
そ
の
聖
書
に
 

 
 

共
に
 、
 彼
ら
民
衆
に
神
 

聖
な
る
啓
示
宗
教
、
即
ち
普
遍
的
な
道
徳
上
の
感
化
を
 及
ば
し
た
。
こ
れ
ら
の
普
遍
道
徳
こ
そ
、
全
 き
 自
然
法
に
 合
致
す
る
も
の
で
あ
 

 
 

に
 至
上
の
も
の
で
、
そ
れ
を
 凌
 賀
す
る
 力
 能
は
他
に
存
在
 し
な
い
。
こ
れ
ら
の
 奇
 

跡
は
神
の
「
名
誉
 
オ
 0
5
0
 

目
 」
、
「
 
善
 ㏄
 0
0
 
宙
コ
 
の
の
の
」
は
 

啓
 赤
め
 「
証
し
の
ユ
年
の
 

コ
 の
 旦
 
と
し
て
 神
 自
身
の
代
理
の
使
 者
、
即
ち
旧
約
の
 モ
 l
 

セ
と
 新
約
の
イ
ェ
ス
を
遣
わ
し
た
。
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剛
秘
 、
酸
味
な
信
仰
理
念
に
対
し
て
は
 冷
哲
 な
理
性
 批
判
の
対
象
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 思
考
態
度
か
ら
、
奇
跡
の
真
 

 
 

蹄
巡
 性
を
十
分
吟
味
し
て
お
 ょ
そ
 次
の
よ
う
に
そ
れ
 を
 定
義
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 
 
 

近
 

「
奇
跡
 
ミ
ヰ
 p
n
 ）
の
」
と
は
、
そ
の
時
に
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
 

「
 力
能
 h
o
r
o
o
 

」
に
ま
さ
り
、
そ
し
て
「
自
然
の
法
 コ
 曲
 （
 
仁
 「
 
a
 ロ
瓦
毛
 」
が
そ
㏄
 

軸
福
 土
日
書
の
復
活
の
記
述
な
ど
）
と
し
て
、
そ
の
 
終
 局
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
 こ
ム
 に
 イ
ヱ
ス
 以
外
の
い
 か
な
る
権
威
も
、
そ
の
神
 

 
 賄

 巡
っ
て
厳
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
 

イ
ェ
 
ス
 ・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
を
除
い
て
は
、
ほ
ど
一
貫
し
て
 

キ
 
リ
ス
ト
教
の
教
義
一
般
を
知
 

  

  

 
 

 
 

お
 げ
る
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
態
度
表
明
か
ら
も
、
 

奇
 跡
の
現
象
に
は
そ
の
真
偽
を
 

って 

論
争
の
う
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
 と
 共
に
国
家
権
力
と
の
結
び
付
き
か
ら
生
ず
る
影
響
に
っ
 い
て
 プ
 p
 ウ
ス
ト
は
 、
 

奇
跡
の
強
制
力
と
国
家
の
強
制
権
力
と
を
同
質
の
力
 能
 と
 考
え
た
の
に
反
し
て
、
 p
"
 ク
は
 国
家
権
力
を
「
外
的
 0
 三
 ミ
リ
巨
守
」
な
る
 
強
 

制
 力
と
み
な
し
、
啓
示
Ⅱ
信
仰
の
領
域
に
お
い
て
は
 心
 の
 「
外
的
 ぎ
 毛
の
臣
 
与
 」
な
る
強
制
力
と
考
 ，
 
え
る
の
で
 両
 者
は
全
く
相
違
し
て
い
 

る
も
の
で
あ
る
。
 こ
ム
 に
公
認
後
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
 て
も
同
様
に
信
仰
上
の
間
 題
 と
し
て
奇
跡
の
存
在
を
是
 誌
 し
、
 イ
ヱ
ス
 時
代
と
 

同
様
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
神
聖
な
奇
跡
 は
 、
時
空
の
制
約
を
受
け
ず
不
変
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
 p
 ッ
ク
 の
「
奇
跡
論
」
は
そ
れ
を
仲
立
ち
と
 し
て
特
有
な
意
義
を
表
現
し
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
を
 単
 に
 信
仰
の
対
象
と
す
 

る
に
留
め
ず
、
そ
れ
を
契
機
に
し
て
自
然
法
に
叶
 う
 心
の
 内
に
普
遍
的
な
道
徳
律
を
教
示
し
た
。
こ
の
 力
能
 こ
そ
 、
 元
よ
り
異
質
な
 両
概
 

念
を
融
合
す
る
、
い
わ
ば
媒
介
の
概
念
と
し
て
極
め
て
 ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

@
 
鴇
 ）
 

（
 
7
 
7
 ）
 

る
 力
の
必
要
に
つ
い
て
 ロ
 に
よ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
 以
前
と
以
後
に
お
け
る
奇
跡
問
題
か
ら
 J
.
 
プ
ロ
 ウ
ス
 
ト
 
（
 
ナ
 
㌧
Ⅱ
。
 
ド
 の
む
 レ
 し
の
 

か
く
し
て
こ
れ
ら
の
奇
跡
の
偉
業
の
影
響
は
歴
史
上
の
事
 突
 と
し
て
、
著
作
「
寛
容
に
関
す
る
第
三
書
簡
第
十
 章
 、
宗
教
問
題
に
お
 け
 



（
 
9
 
7
 ）
 

れ
ら
の
普
通
の
作
用
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
な
い
何
ら
か
の
 行
為
で
あ
る
。
」
そ
し
て
そ
れ
は
非
理
性
的
な
部
分
も
あ
 

る
が
自
然
法
則
や
人
間
 

知
性
と
矛
盾
す
る
「
神
秘
」
と
か
「
 無
コ
 0
 （
江
月
」
に
 伐
 る
概
念
で
な
く
、
そ
れ
自
体
「
知
的
 

ぎ
 （
の
）
二
 

%
 ヴ
 ）
の
」
 
で
 
「
可
能
的
 で
 。
お
 子
汀
 」
 

（
 
ハ
 
o
o
 

Ⅱ
）
 

な
 概
念
で
あ
る
と
彼
は
確
信
し
て
い
た
。
従
っ
て
彼
は
 奇
跡
一
般
の
う
ち
か
ら
合
理
的
な
も
の
と
、
不
合
理
な
も
 の
と
の
質
的
な
区
別
を
 

し
て
い
る
。
非
理
性
的
な
奇
跡
の
諸
現
象
は
、
迷
信
や
寓
 話
に
満
ち
て
自
然
そ
の
も
の
 ュ
 ア
ニ
ミ
ズ
ム
 
や
 、
無
知
 な
る
偶
像
崇
拝
な
ど
で
 

あ
り
、
そ
れ
ら
は
無
秩
序
な
虚
構
か
ら
成
っ
て
い
る
の
 で
 何
ら
の
明
証
性
も
な
く
擬
似
の
目
的
し
か
有
さ
ず
、
 真
 な
る
宗
教
上
の
志
向
性
 

も
な
い
。
更
に
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
教
義
で
は
彼
が
離
 教
 し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
 秘
 義
の
う
ち
「
化
体
 曲
 曲
コ
 
の
目
す
降
 
曲
芸
 寸
 （
 
ざ
こ
 
な
ど
に
は
 

嫌
亜
 生
麻
小
を
抱
し
て
し
 

@
 
@
 
@
 
 ヰ
 白
 
。
（
 

"
 
.
 
l
 ）
 

彼
が
真
な
る
啓
示
の
奇
跡
と
し
て
唯
一
の
理
性
的
信
仰
 と
な
り
え
た
の
は
 イ
ヱ
ス
 
・
キ
リ
ス
ト
の
そ
れ
の
み
で
あ
 っ
た
 。
こ
の
よ
う
な
 

認
識
の
根
拠
は
彼
本
来
の
不
合
理
な
概
念
へ
の
拒
否
 と
 同
時
に
ト
ー
ラ
ン
ド
自
身
の
内
的
確
信
に
よ
る
こ
と
か
ら
 、
 例
え
ば
彼
が
幼
年
時
 

代
か
ら
教
育
さ
れ
た
既
成
の
教
義
や
教
団
の
影
響
か
ら
 脱
し
て
、
真
正
な
福
音
書
そ
の
も
の
へ
、
即
ち
イ
ェ
ス
 自
 身
の
直
接
の
奇
跡
か
ら
 

彼
は
信
仰
の
本
質
を
見
い
出
し
て
い
る
。
 

「
我
々
は
「
聖
書
 
ぎ
 Ⅱ
 ぢ
 （
目
の
」
と
「
理
性
 オ
 0
%
0
 
コ
 」
 か
ら
い
か
な
る
奇
跡
と
い
え
ど
も
何
ら
か
の
特
別
に
重
 要
 な
結
果
な
く
し
て
 

は
 創
造
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
学
ん
で
い
る
。
そ
し
て
 そ
の
結
果
と
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
（
福
音
を
流
布
す
る
 弟
 子
 た
ち
）
の
た
め
に
 

奇
跡
が
生
じ
た
の
だ
が
、
彼
ら
に
よ
っ
て
 か
ュ
る
 奇
跡
 だ
と
指
示
さ
れ
た
の
か
、
或
い
は
そ
れ
の
「
 業
毛
 o
r
 
ガ
 」
 を
す
る
そ
の
人
（
 メ
 

（
 
つ
 
0
 
。
 
4
 
）
 

シ
ア
 で
あ
る
 イ
ヱ
ス
 自
身
）
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
、
 

出
旦
 
=
 
口
 さ
れ
て
Ⅰ
Ⅵ
 る
か
 り
か
、
 そ
 か
 
り
 Ⅱ
 
リ
 ず
れ
か
で
あ
る
。
」
 

こ
の
よ
う
に
真
正
な
る
奇
跡
の
到
来
が
 、
イ
ヱ
ス
と
 弟
子
 た
ち
の
演
ず
る
奇
跡
に
対
し
て
極
め
て
辛
辣
な
評
価
を
 与
え
て
い
る
。
彼
ら
 

が
 福
音
の
伝
導
の
傍
ら
、
病
人
や
不
具
者
を
癒
し
た
 記
 述
 
（
ル
力
、
一
二
ー
 三
 二
な
ど
）
に
関
す
る
ト
ー
ラ
 ソ
ド
 の
 解
釈
に
 ょ
 れ
ば
、
 彼
 

ら
の
奇
跡
と
思
わ
れ
る
言
葉
や
行
為
は
、
偶
像
崇
拝
者
 た
ち
に
福
音
を
説
く
た
め
の
有
利
な
方
便
に
過
ぎ
ず
、
 

か
 よ
う
な
寓
意
的
な
表
現
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繊
神
 論
し
 努
日
 」
の
概
念
と
関
係
づ
げ
て
若
干
の
問
 題
 提
起
を
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

は
 次
第
に
既
成
神
学
の
外
皮
を
除
去
し
て
、
自
由
思
想
的
 な
 キ
リ
ス
ト
教
の
変
 像
 が
生
 

u
 

近
 

6
7
 

じ
て
来
た
。
そ
の
影
響
は
「
宗
教
寛
容
 令
 （
 
ゴ
 0
 円
。
 討
 8
 由
 。
 コ
下
ゑ
ト
 の
㏄
出
を
契
機
に
非
国
教
徒
の
セ
ク
ト
の
 

布
 教
や
小
冊
子
の
出
現
な
 

牲
 

 
 

念
 対
象
か
ら
、
 こ
ユ
 で
は
ロ
ッ
ク
 と
 ト
ー
ラ
ン
ド
の
啓
示
 宗
教
の
解
釈
の
上
で
、
「
 理
 

と 信仰の概念を 巡って 

と
 解
釈
し
て
い
る
。
 

「
ま
た
新
約
聖
書
の
中
で
問
わ
れ
た
奇
跡
（
イ
ェ
ス
以
外
 の
 ）
は
、
い
か
な
る
も
の
も
真
正
に
は
存
在
し
て
い
な
 ぃ
 。
そ
の
理
由
は
そ
 

れ
を
創
造
し
た
人
々
（
弟
子
た
ち
）
の
権
威
を
強
化
す
 る
た
め
に
、
ま
た
福
音
の
教
義
に
注
目
し
或
い
は
同
様
の
 理
性
的
な
諸
結
果
に
 

（
㏄
 
-
 

役
立
つ
も
の
だ
け
が
真
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
 」
 

こ
れ
ら
の
叙
述
か
ら
も
明
確
な
よ
う
に
、
ト
ー
ラ
ン
ド
が
 聖
書
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
た
こ
と
は
 当
時
と
し
て
極
め
て
 ぅ
 

デ
ィ
カ
 ル
と
い
 5
 べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

こ
ム
に
ロ
ッ
ク
 と
 ト
ー
ラ
ン
ド
の
奇
跡
の
解
釈
に
関
す
る
 見
解
は
非
常
に
異
っ
て
お
り
、
前
者
が
奇
跡
を
啓
示
Ⅱ
 理
性
論
の
重
要
な
 媒
 

介
の
概
念
と
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
奇
跡
の
間
 題
は
イ
ヱ
ス
 の
み
に
限
り
、
他
を
す
べ
て
不
合
理
な
 概
 念
 と
し
て
除
外
し
て
い
 

る
 。
従
っ
て
前
者
で
は
聖
書
に
お
け
る
奇
跡
現
象
を
歴
史
 上
の
影
響
力
と
認
識
す
る
の
に
、
後
者
は
純
粋
な
理
性
 認
識
に
 よ
 る
聖
書
批
判
 

の
 立
場
か
ら
で
、
両
者
の
棺
 通
 が
部
 然
 と
表
現
さ
れ
て
い
 る
と
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
ロ
ッ
ク
 と
 ト
ー
ラ
ン
ド
の
 認
識
上
の
角
度
の
相
違
 

に
つ
い
て
は
、
 次
藁
 に
お
い
て
理
神
論
と
の
関
係
か
ら
 再
 度
 考
察
し
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 

五
章
 



ど
が
よ
う
や
く
黙
認
さ
れ
、
か
く
し
て
両
者
の
宗
教
上
の
 
著
作
も
、
匿
名
な
が
ら
公
表
で
き
る
時
期
を
迎
え
た
の
で
 あ
る
。
そ
の
世
紀
の
九
 

0
 年
代
に
「
理
神
論
」
の
論
争
が
に
わ
か
に
盛
上
り
を
 白
玉
 
L
 し
 
*
 
に
ぶ
 
が
 
｜
 そ
の
他
 ュ
 ニ
タ
リ
ア
ン
、
 
ソ
 ツ
ィ
 二
 派
な
ど
 

@
4
 

@
 ）
 

の
 自
由
な
諸
派
も
あ
る
 

１
時
あ
た
か
も
ト
ー
ラ
ン
ド
の
著
作
「
キ
リ
ス
ト
教
は
 神
秘
に
あ
ら
ず
」
に
対
す
る
激
し
い
非
難
と
応
答
が
 、
理
 神
 論
の
論
争
を
本
格
的
 

（
㏄
）
 

な
 規
模
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
時
点
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

然
る
に
理
神
論
は
こ
の
当
時
ま
だ
学
問
的
な
用
語
、
定
 
義
 、
内
容
な
ど
真
に
定
着
し
て
お
ら
ず
、
同
類
の
用
 
託
 幅
 と
し
て
「
無
神
論
 

曲
 （
 
オ
 の
中
の
日
」
、
自
由
主
義
）
 

び
目
曲
コ
の
日
 
」
、
「
自
然
主
義
 コ
簿
 
巨
ぺ
竺
 ヂ
日
」
「
合
理
主
義
 q
p
 
（
 
ざ
コ
甫
 
）
山
の
日
」
な
ど
多
彩
で
 
広
範
な
意
味
を
与
え
て
 

い
た
の
で
あ
る
が
、
（
 

6
 
8
 
 

）
 

そ
の
最
も
特
質
的
な
点
は
、
ロ
ッ
ク
 や
 ト
ー
ラ
 ソ
ド
 の
事
例
で
述
べ
た
如
く
。
非
合
理
な
観
 念
 に
対
す
る
理
性
の
同
 

質
的
な
 侵
透
性
 と
厳
格
な
批
判
を
主
旨
と
し
て
、
既
成
 神
学
の
教
義
や
、
信
仰
箇
条
に
対
す
る
疎
遠
、
或
い
は
 否
 定
 的
見
解
を
し
ば
し
ば
 

表
明
し
て
い
た
。
 

さ
て
か
よ
う
な
理
神
論
の
一
般
的
な
傾
向
と
の
方
法
上
、
 思
想
上
の
見
地
か
ら
、
そ
こ
に
類
似
し
た
実
例
と
し
て
 ロ
ッ
ク
 と
 ト
ー
ラ
ン
 

ド
 の
場
合
を
想
定
し
、
両
者
の
比
較
を
し
な
が
ら
、
 

か
 よ
う
な
観
点
 よ
 り
そ
の
一
端
を
論
じ
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 両
者
に
共
通
し
て
い
る
 

思
考
方
法
上
の
観
点
は
常
に
「
理
性
㍉
の
 ジ
 。
 
目
 」
の
種
々
 
な
る
局
面
に
お
い
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
か
ら
 両
者
が
共
通
し
て
理
神
 

論
 的
な
傾
向
を
有
す
る
学
的
対
象
と
し
て
、
彼
ら
の
 宗
 教
諭
に
お
け
る
認
識
論
上
の
方
法
理
念
に
こ
の
問
題
の
核
 石
部
分
が
存
在
し
て
い
 

る
と
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
か
よ
う
な
方
法
的
立
場
か
ら
 両
 者
の
宗
教
理
念
を
再
び
追
想
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
宗
教
 に
 対
し
て
理
性
の
役
割
 

を
 増
大
さ
せ
て
お
り
、
ロ
ッ
ク
は
彼
の
常
套
手
段
と
す
 る
 啓
示
Ⅱ
理
性
論
よ
り
 両
 概
念
の
融
合
化
を
図
り
、
そ
の
 意
味
で
の
啓
示
宗
教
を
 

考
え
た
。
一
方
ト
ー
ラ
ン
ド
は
常
に
理
性
の
等
質
性
を
士
 
ホ
教
 的
対
象
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
 私
議
性
を
暴
露
す
る
 結
 

果
 と
な
っ
た
 0
 こ
ュ
に
ト
ー
ラ
ン
ド
の
「
福
音
書
に
は
 理
性
に
反
す
る
も
の
は
何
も
存
在
し
た
い
」
と
い
う
 顕
わ
 な
 表
現
が
生
じ
て
く
る
 

が
 、
ロ
ッ
ク
の
場
合
に
も
啓
示
Ⅱ
理
性
論
の
う
ち
に
、
 理
 性
を
 
「
我
々
の
最
後
の
審
判
者
」
と
し
て
考
え
た
理
神
 
論
 発
想
が
存
在
し
て
い
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近世における 理性 

こ
れ
ら
の
実
例
を
基
本
と
し
て
、
更
に
両
者
の
理
性
論
的
 立
場
ょ
り
彼
ら
の
見
解
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
し
ょ
 ら
ノ
 
。
 

 
 

ロ
ッ
ク
の
場
合
先
程
の
主
張
を
更
に
拡
大
し
て
ゆ
く
と
、
 

啓
示
の
真
偽
の
判
定
権
が
ま
さ
に
人
間
の
理
性
に
賦
与
 さ
れ
る
と
 き
 、
真
正
 

 
 

な
る
啓
示
と
し
て
理
性
の
同
意
を
得
た
「
信
仰
」
の
確
実
 性
と
 、
一
方
は
理
性
な
し
の
啓
示
と
し
て
宗
教
的
狂
信
 と
し
て
峻
別
さ
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
 
p
 ッ
ク
 の
言
で
は
「
啓
示
は
明
ら
か
な
明
証
 性
に
反
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
」
、
と
す
る
彼
の
立
場
か
 

-
o
 
）
 

ら
し
て
理
神
論
に
近
い
 
6
9
 

  と信 @ 

の 

と 

し 
て 

啓一 

小 
さ 

れ 
て 
い 

た総 
o ） 」 

巡
 

「
真
正
な
る
宗
教
と
は
必
然
的
に
「
道
理
に
 

叶
 い
 r
e
p
 

の
 
o
S
 
巨
凸
 そ
し
て
「
知
的
で
あ
る
 

ぎ
 （
の
）
）
 

何
巨
 ユ
 べ
き
だ
、
と
第
一
に
証
明
 

 
 

ト
 教
の
内
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。
と
私
は
指
示
す
る
も
の
 

だ
 ：
：
：
第
三
に
キ
リ
ス
ト
教
 

膝
仕
軋
め
ゐ
 示
教
片
オ
の
の
 

甘
ヰ
爵
コ
由
キ
雙
 

0
 
臣
 
」
は
こ
 
の
よ
う
な
方
法
か
ら
形
成
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
「
 

天
 口
 ea
v
 

目
 」
か
ら
神
聖
な
も
 

る
 。
 こ
ュ
 に
ロ
ッ
ク
 と
 ト
ー
ラ
ン
ド
は
合
理
主
義
を
次
 第
 に
敷
 桁
 化
し
つ
 
ユ
 キ
リ
ス
ト
教
の
変
 像
 を
も
た
ら
し
て
 い
る
と
い
 5
 指
摘
の
意
 

（
 
田
 ）
 

見
も
 、
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

然
る
に
こ
 
ム
 で
両
者
の
理
神
論
的
発
想
の
具
体
的
な
所
 在
 に
つ
い
て
 
更
仁
 言
及
す
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
場
 ム
ロ
 
に
は
 彼
 の
 宗
教
論
の
認
識
 過
 

程
に
お
け
る
啓
示
Ⅱ
理
性
論
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
 い
え
よ
 う
 。
「
知
性
論
口
四
巻
十
六
章
「
同
意
の
程
度
に
 つ
い
て
」
の
う
ち
で
 

「
神
の
啓
示
し
た
こ
と
は
何
事
で
あ
れ
確
実
に
真
理
で
あ
 
り
 、
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
ら
疑
い
を
い
れ
る
余
地
は
な
 ぃ
 。
こ
れ
が
本
来
の
 

（
㏄
）
 

信
仰
の
対
象
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
神
の
啓
示
で
あ
る
 か
 否
か
は
理
性
が
そ
れ
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 」
 

と
 述
べ
て
い
る
の
は
、
「
自
然
的
啓
示
」
と
ま
で
い
わ
 れ
る
「
理
性
」
と
「
直
接
的
啓
示
」
 

ぃ
 本
来
の
「
啓
示
」
 
と
の
認
識
論
上
の
関
係
 

が
 微
妙
と
な
り
、
こ
上
に
ロ
ッ
ク
の
か
上
る
見
解
は
理
 神
 論
的
な
特
質
が
 よ
 く
表
示
さ
れ
て
い
る
。
 

一
方
ト
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
に
は
、
先
述
の
標
題
か
ら
も
 明
 白
な
 よ
う
 に
、
 本
 著
の
全
体
像
が
異
常
な
理
神
論
的
な
 印
象
を
受
け
る
が
、
 

て
 

更
に
そ
の
顕
著
な
表
現
を
こ
 ュ
 に
提
出
す
る
な
ら
 ば
 
「
序
文
」
の
中
で
次
の
よ
う
な
一
端
か
ら
そ
れ
が
感
じ
 ら
れ
る
。
 



路
線
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
彼
の
啓
示
Ⅱ
理
性
論
で
は
、
 信
仰
の
立
場
は
別
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 p
 ッ
ク
 は
神
的
啓
示
を
 、
 

「
我
々
の
理
性
を
超
え
る
も
の
」
と
し
て
存
在
す
る
事
を
 率
直
に
認
め
て
お
り
、
今
度
は
逆
に
か
 ュ
る
 神
的
啓
示
 

と
い
う
信
仰
の
対
象
を
 

理
性
の
方
か
ら
同
意
し
て
お
り
、
認
識
の
主
体
と
客
体
 の
 関
係
が
転
換
し
て
い
る
と
い
え
 よ
う
 。
か
よ
う
な
論
理
 の
 転
換
は
ロ
ッ
ク
に
 と
 

っ
て
復
本
来
の
「
啓
示
Ⅱ
理
性
論
」
の
、
い
わ
ば
二
重
 真
 理
性
と
関
連
行
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
理
性
を
超
え
た
 神
の
啓
示
に
、
そ
れ
が
 

同
意
し
 ぅ
る
 根
拠
を
彼
は
「
信
仰
上
の
問
題
」
と
し
て
 承
認
し
て
い
た
が
、
そ
の
信
仰
の
領
域
を
如
何
に
論
理
付
 げ
る
か
が
、
彼
の
大
な
 

る
 課
題
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
 ロ
 "
 タ
 の
こ
の
こ
 概
 念
の
関
係
は
、
ト
ー
ラ
ン
ド
の
如
く
に
「
等
質
的
な
 
オ
 。
 ヨ
嘆
日
 0
u
 

の
」
理
性
に
 

よ
 る
啓
示
一
般
の
従
属
的
な
包
摂
関
係
を
意
味
せ
ず
、
 

信
 仰
の
理
念
が
時
に
応
じ
て
理
性
以
上
に
意
義
あ
る
存
在
 と
し
て
、
生
起
し
て
い
 

る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
異
質
な
二
領
域
を
巡
っ
て
認
識
 方
 法
論
上
の
微
妙
な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
い
え
 よ
う
 。
 

こ
ュ
 に
再
び
ロ
ッ
ク
の
問
題
は
啓
示
の
優
位
に
よ
る
理
性
 と
の
認
識
可
能
性
を
巡
っ
て
困
難
な
こ
と
に
な
っ
た
。
 超
自
然
た
る
啓
示
を
 

人
間
の
有
限
な
る
理
性
認
識
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
 啓
 ホ
の
 真
偽
判
断
を
ど
こ
ま
で
下
せ
る
か
と
い
う
理
性
に
対
 す
る
疑
問
で
あ
る
。
 
彼
 

は
こ
ュ
 で
神
的
啓
示
に
対
す
る
理
性
の
同
意
と
い
う
、
 

彼
 本
来
の
啓
示
Ⅱ
理
性
論
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
「
 あ
る
命
題
が
神
に
由
来
 

す
る
こ
と
を
、
我
々
は
確
信
せ
し
め
て
、
理
性
の
誤
る
 -
 
」
と
の
な
い
「
若
干
の
印
し
」
即
ち
「
啓
示
の
創
造
者
を
 確
信
さ
せ
る
「
外
的
な
 

（
の
 

-
 
）
 

印
し
 
0
 目
旧
が
 巨
の
あ
 已
 」
と
し
て
、
自
然
の
因
果
を
超
 え
た
優
越
的
な
現
象
と
し
て
の
「
奇
跡
 目
 T
 曲
 O
 ）
の
」
の
 
概
念
を
 、
 彼
は
こ
 
ム
 に
 

導
入
し
た
。
か
く
し
て
ロ
ッ
ク
の
「
奇
跡
」
の
概
念
は
 、
 四
章
で
論
述
し
た
如
く
、
ト
ー
ラ
ン
ド
の
理
神
論
的
な
 奇
跡
解
釈
と
は
そ
の
 概
 

念
の
存
在
目
的
や
内
容
と
も
著
し
く
異
な
り
、
い
わ
ば
 彼
の
「
知
性
論
」
及
び
「
宗
教
論
（
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
）
 
」
と
の
媒
介
の
役
割
と
 

し
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
  
 

一
方
ト
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
に
は
、
先
述
の
理
性
認
識
に
よ
 る
 ム
ロ
理
論
が
断
然
優
位
に
立
ち
、
理
性
に
よ
る
啓
示
の
 

従
属
を
一
方
的
に
 規
 

定
 し
て
ゆ
く
立
場
で
あ
る
。
初
め
の
「
真
正
な
宗
教
」
と
 い
う
大
前
提
に
は
当
然
キ
リ
ス
ト
教
も
内
包
さ
れ
て
お
 り
 、
そ
の
絶
対
的
条
件
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近世におけ 理性と信仰の 概念を巡って 

（
の
Ⅰ
 

ざ
拐
 」
と
が
同
じ
意
味
に
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
 ト
ー
ラ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
論
で
最
も
不
可
解
に
思
え
 る
の
は
、
第
三
の
表
現
 

で
あ
る
。
一
貫
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
性
を
否
定
し
、
 等
質
的
な
理
性
論
を
振
り
 窮
 し
て
き
た
彼
で
す
ら
も
、
 
「
キ
リ
ス
ト
教
は
天
 か
 

ら
 啓
示
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
聖
書
に
お
け
る
 啓
示
の
権
威
を
是
認
し
て
い
る
事
は
、
信
仰
の
次
元
に
 お
 げ
る
彼
の
認
識
論
上
 

の
 根
拠
を
 よ
 く
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

こ
の
点
は
第
三
章
の
終
局
部
分
で
論
述
し
て
あ
る
の
で
、
 こ
ュ
 で
は
ト
ー
ラ
ン
ド
の
理
神
論
的
な
思
考
方
法
よ
り
 彼
の
宗
教
的
思
索
の
 

一
端
を
明
示
し
て
お
ぎ
た
い
。
彼
の
理
神
論
的
性
格
は
二
 つ
の
論
理
的
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
彼
の
 等
質
的
な
合
理
論
で
そ
 

れ
は
全
て
の
知
識
や
概
念
に
共
通
観
念
の
一
致
を
強
く
 主
張
し
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

今
一
つ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
啓
示
概
念
の
認
識
 0
 間
題
か
ら
で
あ
り
、
ト
ー
ラ
ン
ド
特
有
の
極
め
て
奇
妙
 な
 強
引
な
性
格
を
帯
 

章
の
彼
の
奇
跡
解
釈
の
如
く
イ
ェ
ス
 や
 弟
子
た
ち
で
さ
 ，
 

び
て
い
る
。
三
章
か
ら
も
明
ら
か
な
 よ
う
 に
、
そ
れ
 堅
 万
来
実
在
本
質
を
理
解
で
き
な
い
人
間
理
性
の
有
限
性
の
 

え
も
彼
ら
の
仕
業
を
真
な
る
奇
跡
と
認
定
し
な
か
っ
た
 事
 故

に
、
そ
の
結
果
か
ら
 

か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
 

惹
起
し
て
く
る
神
の
権
威
喪
失
を
回
避
す
る
と
こ
ろ
に
、
 一
種
の
逆
説
と
も
思
え
る
論
理
の
必
然
的
傾
向
が
生
起
 し
た
も
の
と
い
え
 ょ
 

う
 。
従
っ
て
信
仰
の
領
域
に
お
け
る
啓
示
の
神
的
権
威
 は
 、
聖
書
（
新
約
の
イ
ェ
ス
が
中
心
）
の
証
言
か
ら
彼
の
 ム
ロ
 
理
的
 認
識
の
適
合
を
 

求
め
て
い
る
。
そ
の
見
地
か
ら
し
て
彼
は
新
約
の
 イ
ヱ
ス
 の
み
が
神
聖
な
る
啓
示
の
所
有
主
で
あ
り
、
旧
約
の
啓
 示
や
予
言
、
及
び
 イ
ェ
 

ス
 以
後
の
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
全
般
に
対
み
て
は
常
に
批
 判
 的
見
解
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
先
述
の
 第
三
の
証
言
に
み
る
よ
 

う
 に
、
そ
れ
ら
は
彼
の
ム
ロ
 
理
 的
見
地
か
ら
は
別
の
も
の
 で
あ
り
、
真
な
る
啓
示
は
 イ
ヱ
ス
 の
メ
シ
ア
性
、
奇
跡
、
 及
び
 業
 だ
け
に
集
約
さ
 

れ
る
の
で
あ
る
 0
 こ
ュ
 に
奇
跡
の
解
釈
は
ロ
ッ
ク
の
 そ
 れ
に
比
べ
て
ト
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
は
イ
ェ
ス
の
み
に
限
る
 理
由
が
強
調
さ
れ
、
 四
 

あ
ノ
っ
 

7 Ⅰ て 191) 

が
 
「
合
理
的
お
 毬
 0
 コ
 申
す
 
ト
 
の
」
で
か
つ
「
知
性
的
 
ぎ
 （
 
臼
 二
色
 匡
凸
 
と
い
う
こ
と
か
ら
、
 

「
標
題
」
の
如
 き
 
「
神
秘
に
あ
ら
ず
 コ
 0
 井
目
 ち
 



主
 
@
 

（
 エ
 ）
ロ
ッ
ク
の
著
作
は
す
べ
て
 

ビ
ち
毛
 0
q
 
打
 
o
h
 
Ⅰ
 
o
 け
コ
 Ⅰ
 0
 央
の
 @
 
臣
 P
o
 
セ
 0
 巨
ヨ
 の
の
の
 
臼
 （
 色
ぎ
 ）
健
の
に
よ
る
自
大
間
 知
 性
 論
や
内
の
の
の
 
ぜ
 c
o
 
口
 

c
 の
（
 
ま
ヲ
ゆ
目
 
年
日
当
 C
p
 年
の
Ⅱ
の
（
 

ぃ
コ
 
d
@
 
口
 ㎎
（
以
後
は
 ロ
 の
あ
や
と
 約
 す
 ）
は
初
版
は
ふ
の
 0
 年
 
（
匿
名
）
で
以
後
五
 
版
 ま
で
改
訂
さ
れ
 て
い
る
。
な
お
本
稿
 

は
お
 ⑬
 年
オ
 0
 
つ
ユ
コ
 
（
の
 
隼
サ
せ
は
 了
ま
了
せ
 口
寸
幅
り
 注
の
コ
版
を
 用
い
た
。
 

（
 
2
 ）
）
・
 ミ
の
 0
 三
幅
 
す
 ・
Ⅰ
 
0
 プ
コ
 Ⅰ
 0
 り
オ
 
の
・
の
㌧
 

0
 ）
 
ざ
 @
n
 
の
）
㌧
 
田
 -
0
 
の
。
 
づ
け
 
ヂ
 Ⅰ
 0
 
収
合
 0
 ワ
 ニ
二
ワ
 
）
 
0
 ゴ
フ
 は
ロ
ッ
ク
が
キ
リ
ス
ト
教
 徒
 で
あ
っ
て
、
理
神
論
 

や
 合
理
論
の
徒
で
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
 

（
 
3
 ）
一
六
六
 0
 年
の
王
制
復
古
の
頃
に
書
か
れ
た
小
論
文
 
円
 
行
政
者
は
非
本
質
的
事
柄
の
使
用
を
合
法
的
に
命
令
し
決
定
し
 ぅ
 る
か
，
 ま
 %
 ま
 e
r
 

叶
す
 
。
の
 @
 
セ
 二
 @
 が
ぬ
 
p
 
㏄
 
億
 
Ⅰ
 
韓
計
 
e
 コ
り
せ
 

（
 

）
が
 
ゼ
へ
叶
 

け
目
 
せ
 @
 
日
日
 づ
 0
 の
。
 
曲
コ
宙
 
串
 0
 圧
 
。
ヒ
 
@
@
-
 

コ
 ㏄
 侍
す
ひ
 
仁
の
の
 
0
 Ⅱ
 -
 
コ
ロ
 
-
 
キ
ひ
 
Ⅱ
 
0
 コ
ド
片
す
 

-
 
コ
幅
ひ
 
-
 
コ
 Ⅱ
 
0
 円
 
0
 Ⅱ
 
0
 コ
 い
の
（
 
0
 力
 0
 目
 匝
 @
o
 
仁
 ㏄
 

毛
 o
q
 

綜
る
～
・
 

ロ
 の
こ
と
で
、
 
E
.
 バ
グ
シ
ョ
ウ
の
 コ
 
宗
教
的
礼
拝
 に
お
け
る
非
木
質
的
な
事
柄
に
関
す
る
大
問
題
 ビ
ち
 0
 「
 
o
p
 

（
。
 

E
 り
の
 
曲
 0
 ヰ
の
 0
 臣
 0
0
 

Ⅱ
の
Ⅱ
 

さ
て
か
よ
う
な
論
理
上
の
推
移
か
ら
ト
ー
ラ
 ソ
ド
 の
主
眼
 点
を
更
に
考
慮
す
る
と
、
彼
は
信
仰
の
領
域
に
お
い
て
 も
 奇
妙
な
合
理
論
的
 

な
発
想
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
思
考
 方
 法
は
彼
 特
有
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
種
の
二
律
背
反
 の
 様
相
を
呈
示
し
て
お
 

り
 、
理
性
と
信
仰
の
二
領
域
の
構
造
論
理
の
相
違
を
無
視
 

 
 

じ
 次
元
か
ら
論
じ
る
か
 

の
 如
き
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
論
理
の
矛
盾
で
あ
る
と
 考
え
ら
れ
よ
 う
 。
か
く
し
て
彼
の
極
め
て
 ェ
 ク
セ
ン
ト
 
ッ
ク
 な
論
理
の
開
展
 

ぽ
 、
信
仰
と
理
性
の
二
領
域
の
存
在
を
終
局
的
に
は
一
一
 
万
化
す
る
試
み
と
も
見
ら
れ
、
「
キ
リ
ス
ト
教
に
は
何
ら
 神
秘
は
存
在
し
な
い
」
 

と
い
う
標
題
の
精
神
を
遵
守
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
 

一
方
ロ
ッ
ク
の
場
合
に
は
、
以
上
の
二
領
域
の
各
々
の
 独
 自
性
を
保
持
し
て
、
倫
理
と
啓
示
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
 ）
の
両
立
を
図
る
こ
 

と
が
、
彼
の
本
来
の
課
題
で
あ
る
の
と
比
較
す
る
と
 き
 、
 ト
ー
ラ
ン
ド
で
は
聖
書
 
ハ
 
就
中
キ
リ
ス
ト
教
）
の
批
判
 的
な
態
度
か
ら
合
理
 

的
 、
更
に
は
「
理
神
論
的
」
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
 両
 者
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
思
考
論
理
上
の
観
点
の
相
違
 が
あ
る
も
の
と
い
え
 ょ
 

ら
ノ
 
。
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近世における 理性と信仰の 概念を巡って 

@
 
コ
ゆ
づ
す
 
@
 
臣
幅
の
 
Ⅰ
ヰ
日
 
由
 の
お
さ
 
庁
ぎ
刃
血
ミ
 
@
g
 
一
 
0
 仁
の
 メ
卍
 
0
 「
の
 
ゴ
 @
 
づ
ト
 の
㏄
。
 

ロ
 へ
の
反
論
と
し
て
出
版
し
た
。
こ
の
頃
の
 、
 p
 ソ
ク
 は
む
し
 ろ
ホ
ソ
ブ
ズ
 の
主
権
 

論
 に
近
く
、
行
政
者
は
非
本
質
的
事
柄
に
も
絶
対
権
の
行
使
を
 主
張
し
て
、
バ
グ
シ
ョ
ウ
 と
 意
見
が
相
違
し
て
い
る
。
そ
の
後
 彼
は
次
第
に
国
家
と
 

教
会
の
分
離
を
主
張
し
て
一
六
六
七
年
に
体
系
的
な
同
宗
教
的
 寛
容
に
関
す
る
小
論
 
目
 め
の
の
 

ぃ
 ）
 c
o
 
ロ
い
 
の
Ⅰ
 
ロ
ぎ
幅
づ
 
。
帝
日
立
 
0
 口
 目
で
は
神
権
 説
 を
批
 

制
 し
、
他
宗
派
の
共
存
を
唱
え
て
社
会
契
約
説
を
考
え
て
い
る
 。
更
に
一
六
八
九
年
の
日
宗
教
的
寛
容
に
関
す
る
書
簡
Ⅱ
耳
外
 0
 豆
汁
 円
 0
 ）
 
宙
ド
コ
 
（
 
目
 

（
 
下
 Ⅰ
の
（
（
の
（
 

0
 コ
づ
 0
 ）
の
「
が
（
 

@
o
 
コ
 ）
 ヒ
 で
は
更
に
民
主
主
義
の
主
張
 が
 拡
大
し
て
い
る
。
彼
の
宗
教
諭
を
語
る
場
合
に
寛
容
論
の
立
 め
か
ら
も
必
要
で
あ
 

る
が
、
本
論
の
主
題
と
も
勘
案
し
て
別
の
機
会
に
取
上
げ
た
 い
  
 

（
 4
 ）
）
・
の
 -
 
ヴ
の
 
0
 ヲ
 ・
Ⅰ
 

0
0
 

ガ
の
 
・
の
 
円
 す
の
 
0
 Ⅰ
 
吋
 0
 ヰ
パ
 臣
 0
 毛
 -
 
の
年
 
㏄
 0
 ㏄
 
巨
プ
す
 
@
 
（
の
 
目
降
 O
r
@
C
a
l
 

㌧
の
 

l
a
t
@
O
 

デ
 ・
 コ
 t
P
.
 

の
・
 

p
 ッ
ク
 が
 知
 性
論
 で
道
徳
と
宗
教
に
 

合
理
的
方
法
を
考
察
し
た
の
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
 
ニ
 ス
ト
達
の
同
じ
方
法
か
ら
彼
も
同
調
し
て
、
そ
の
機
会
を
得
た
 と
い
う
。
 

ハ
 5
 ）
 
目
 お
の
 
ぺ
 0
 ヲ
 （
二
の
Ⅰ
の
 

毛
 o
h
Z
p
 

（
 
佳
 Ⅱ
 
0
-
0
 
日
田
口
 す
せ
ゼ
デ
 

・
 せ
 0
 コ
ド
 の
 @
 
年
 0
 づ
・
Ⅰ
 
い
 （
 
@
 
コ
日
 0
 
Ⅹ
（
 
づ
 ・
）
 
り
 ㏄
 ハ
 
Ⅱ
 臣
幅
 
）
 
@
 
の
 
二
円
Ⅱ
が
さ
 

ム
 の
（
 
@
 
0
 コ
リ
 ・
 
ト
 
の
の
）
の
の
Ⅰ
 

曲
 Ⅹ
 P
 

0
 億
の
 
0
 片
 
e
 Ⅱ
下
の
 
@
 目
。
Ⅱ
 

由
巴
臣
 
Ⅱ
 
e
 ㏄
 け
卜
し
 

-
 曲
目
い
 

@
@
 
年
 -
c
 

い
け
 

-
 
弓
の
 
p
 
 
Ⅱ
の
目
の
 

-
P
 
宙
の
 
0
 由
 偉
い
 ア
 コ
ヨ
が
目
い
の
ち
い
円
目
Ⅱ
が
 

0
 づ
 Ⅱ
 
-
 
目
色
 
づ
コ
 
の
 -
 
さ
か
 
0
 ぃ
 
白
日
二
の
 
0
 Ⅰ
 
宰
 ・
 ，
 
・
・
…
を
指
し
て
 

（
 柁
 ）
ミ
く
 0
 Ⅰ
 
ガ
 の
の
・
 
目
 「
 
，
 9
 日
 
0
 ）
 
ぺ
ち
 
0
%
 

Ⅹ
（
 

0
 呂
 （
・
Ⅰ
 

0
0
 

叶
の
・
 

ト
 ㌧
 

い
る
。
 

Ⅱ
 
@
 
ト
市
・
Ⅰ
の
の
 

べ
 

（
 6
 ）
芭
の
の
り
Ⅱ
。
 

セ
 0
 ）
 リ
ー
い
ト
 

１
 %
 Ⅰ
 

（
 7
 ）
 
@
 
ヴ
日
 ：
せ
 0
 ）
 い
も
 で
～
ロ
ッ
ク
は
他
に
「
市
民
法
」
と
 
「
公
衆
と
世
論
の
法
」
を
挙
げ
て
い
る
。
 

（
 8
 ）
 毛
 ，
 審
 。
 
与
申
 窪
 か
 
ロ
ッ
ク
の
晩
年
の
友
人
ダ
ブ
 リ
ソ
 で
 「
哲
学
協
会
 手
 の
 で
 下
臣
 

o
m
0
b
 

ま
 g
 ）
の
 
o
n
@
n
 

モ
 」
を
創
立
し
た
。
 

（
 9
 ）
 ミ
 。
井
の
の
・
 

b
.
 

い
 ぎ
目
「
・
Ⅰ
。
時
の
 
ヰ
 
。
 目
 Ⅱ
 目
 。
 与
お
 毛
 Ⅹ
 、
の
 
0
 つ
 （
・
 
い
 0
 。
ト
ウ
の
が
 

呂
 ・
 0
 Ⅰ
の
臣
 

m
 
壬
 
o
 ヲ
 -
 ヒ
 
0
 ゴ
コ
 Ⅰ
。
 
0
 
片
 P
 下
 Ⅰ
 @
o
 
幅
ペ
ヰ
で
す
ピ
 

・
 n
 ざ
 b
.
 

の
の
 

つ
 

（
 叩
 ）
Ⅱ
 防
 P
 卜
べ
 0
 ゲ
サ
 ㌣
 き
 
自
然
法
で
理
解
で
き
な
い
「
 我
々
の
知
ら
な
い
 法
 」
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
 

（
Ⅱ
）
 毛
 0
 鱒
の
 

9
.
 

や
の
 ～
～
 旨
 （
・
Ⅰ
 
0
 宵
の
零
 ヴ
キ
審
 0
 与
冑
 E
x
.
 

目
銭
目
の
 

0
 
。
）
の
の
の
 

（
 C
 ）
こ
の
呼
び
名
は
 
、
の
 ・
 目
り
オ
 
）
の
 
こ
 の
 e
s
c
 

主
宰
 

荻
ら
 n
s
 
已
 品
目
 お
ゴ
 の
 コ
口
 の
 
ぃ
 
の
 
日
け
ア
 ト
㏄
 
串
 ・
 
縛
ト
り
 
の
 i
 
Ⅱ
で
は
 W
 コ
リ
ン
ズ
 の
 著
作
口
口
 ぢ
 n
o
 
仁
 お
の
 

0
f
F
 

（
の
の
・
 

t
h
@
 

コ
オ
 
@
 
温
 ・
 P
 
コ
 ど
の
理
神
論
の
内
容
か
ら
、
彼
自
 
身
が
 
「
自
由
思
想
家
」
と
い
わ
れ
た
が
、
彼
は
そ
の
名
称
の
 水
派
と
し
て
 
り
 の
の
り
（
 

9
 目
 ピ
 Ⅱ
（
の
の
・
（
 

ゴ
 山
ロ
 
ガ
 の
（
の
の
り
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
。
ト
ー
ラ
 
ソ
 ド
 の
場
合
は
そ
れ
の
先
駆
と
い
え
よ
 う
 。
彼
ら
の
 持
 前
は
一
途
 な
 合
理
主
義
者
と
し
 

て
 思
わ
れ
て
い
た
。
理
神
論
と
も
非
常
に
類
似
し
て
い
る
が
、
 ュ
 
朋
 者
の
方
が
も
の
 ム
 原
則
の
適
応
が
広
義
で
あ
り
、
思
考
の
自
 虫
 が
後
者
 よ
 り
拘
束
 

曲
 

を
受
 げ
な
 い
 、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

7
3
 

（
Ⅱ
）
 十
セ
 世
紀
末
の
「
三
位
一
体
」
に
関
す
る
論
争
が
宗
教
 界
 で
は
旺
盛
で
あ
り
、
 木
 著
の
影
響
は
ロ
ッ
ク
が
 豪
 が
り
、
 ウ
 ヱ
 ス
タ
 一
 主
教
、
ス
テ
 



イ
リ
ス
 グ
 フ
リ
ー
ト
と
の
論
争
（
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
が
生
得
 観
 念
の
否
定
よ
り
神
学
の
基
礎
（
三
位
一
体
に
関
わ
る
）
を
動
揺
 さ
せ
る
と
い
う
事
か
 

 
 

 
 

ら
 、
ロ
ッ
ク
の
弁
明
）
な
ど
、
ト
ー
ラ
ン
ド
自
身
も
ダ
ブ
リ
ン
 の
 ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
の
フ
ェ
ロ
 １
 で
あ
っ
た
 

P
.
 

ブ
 ラ
 ウ
ソ
に
よ
る
論
難
 

 
 

 
 

な
ど
が
あ
る
。
 

 
 
 
 

（
 巧
 ）
㍉
セ
リ
ー
ナ
へ
の
手
紙
Ⅰ
の
（
（
の
Ⅱ
の
（
 
0
 の
の
Ⅱ
の
 

コ
 p
P
 ㍉
 O
 ト
 L
 
の
 第
一
書
簡
、
偏
見
の
起
源
と
 カ
 に
つ
い
て
（
 汀
 
o
h
 
柑
 ぎ
が
 さ
 口
耳
 0
 Ⅱ
 
り
 0
0
 ヰ
 ㌧
Ⅰ
の
 

ア
日
 

c
e
 

の
、
 

戸
 
心
の
中
で
彼
は
青
少
年
期
の
公
教
育
や
宗
教
教
 育
の
辛
辣
な
批
判
で
充
満
し
て
お
り
啓
蒙
的
見
解
に
漏
れ
て
い
 る
 。
 

ハ
 ㏄
）
の
 プ
ペ
 
@
 
の
 （
了
三
（
 
せ
さ
 0
 （
 呂
セ
の
 
（
 
0
%
0
 
仁
の
 
、
ト
 の
の
 

0
.
 

弓
 Ⅰ
 
ぽ
年
 -
T
 
す
 Ⅱ
Ⅱ
 
0
 ヨ
日
り
 ロ
ロ
 せ
 。
巨
が
 
幅
 ・
の
円
目
 
痒
幅
ぃ
ユ
 
。
㎏
が
年
の
㏄
 

コ
コ
 
の
（
曲
目
，
 

ト
の
ひ
 
丹
 （
 
さ
 o
d
 
 
呂
 Ⅱ
の
 
ヰ
 
0
 「
 
-
o
C
 

の
 

と
 約
す
）
㌧
（
の
 
h
p
n
 

の
 と
ミ
 
H
 

（
 W
 ）
 
@
 
旺
円
 ・
㌧
 

1
0
 

守
り
の
 

ポ
お
ヨ
 l
 ポ
 お
せ
 

（
㎎
）
 @
F
@
&
.
,
 

づ
 「
の
 

h
p
n
 

の
Ⅹ
Ⅹ
 

づ
 （
Ⅰ
（
 

（
㎎
）
 @
 
ま
隼
 ：
 已
 @
 
ロ
 二
才
年
コ
 

幅
 0
.
 い
 0
l
 
い
 ト
一
Ⅰ
の
り
 

オ
 n
.
 
の
 目
 「
 
0
 （
 
オ
 の
の
。
 ワ
 
&
 燵
ヨ
フ
目
 0
 （
 
ゼ
コ
 
の
ロ
 
バ
 （
 
0
 目
 q
.
 
Ⅰ
 o
n
 
苓
 古
寺
 き
 ・
 
%
 安
 
の
 書
簡
に
よ
る
と
、
 
生
 

国
 ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
会
は
ト
ー
ラ
ン
ド
の
「
キ
リ
ス
ト
教
は
 神
秘
な
ら
ず
」
を
焚
書
処
分
に
決
定
し
 、
 彼
も
逮
捕
の
危
険
を
 避
け
て
逃
亡
し
た
。
 

そ
の
後
彼
は
弁
明
の
機
会
を
得
て
、
国
教
会
に
敬
神
の
念
を
表
 明
し
て
弁
明
の
小
冊
子
日
せ
 ぎ
往
い
ぎ
 の
こ
ご
 0
 二
年
 9
 ト
Ⅱ
 
0
 い
ヒ
 で
 教
義
と
祭
式
に
従
う
 

こ
と
を
当
局
に
上
申
し
た
が
却
下
さ
れ
た
。
 

（
 幼
 ）
周
知
の
如
く
 
、
 デ
カ
ル
ト
の
著
作
 コ
 省
察
 吋
目
 の
 隼
 @
 
村
由
 
@
0
 
コ
の
 
J
 の
第
三
部
か
ら
「
生
得
観
念
」
を
主
体
と
す
る
神
の
存
 在
 証
明
を
い
 う
 が
 、
こ
 

ュ
 で
は
む
し
ろ
 
ナ
声
ぺ
 0
 岸
 0
 コ
 0
 
口
 0
 ぎ
 Ⅰ
 o
n
 
ガ
 e
a
 註
ニ
 の
キ
ミ
 
O
h
 さ
 e
p
.
P
 
き
留
 b
.
 お
以
下
で
、
十
七
世
紀
の
素
 
枯
生
得
論
は
信
仰
 と
 

道
徳
の
基
本
と
さ
れ
て
い
た
事
に
関
し
て
、
彼
の
同
ロ
の
の
い
せ
、
 
ト
 
l
 で
 こ
し
な
ど
か
ら
理
神
論
の
先
駆
け
と
な
っ
た
Ⅰ
。
二
目
 の
 r
 
ヴ
 の
 Ⅰ
 
田
 0
 片
の
す
 0
 Ⅱ
 
ヴ
目
 
Ⅱ
Ⅱ
 

を
 批
判
し
て
お
り
、
更
に
彼
の
論
争
相
手
と
な
っ
た
盟
約
。
 づ
 ミ
 ・
の
（
の
の
）
 

ぎ
隈
 -
 
の
の
（
も
素
朴
生
得
論
者
で
あ
り
、
 
p
 

を
意
識
し
て
い
た
。
 

（
 舛
 ）
 
p
,
 ク
 の
場
合
、
初
期
の
日
自
然
法
論
 L
 以
来
か
ら
の
 
「
自
然
の
光
ぎ
日
当
 目
宮
 「
 
a
-
 

の
」
に
お
け
る
「
感
官
表
象
 

ぉ
 コ
 の
の
 せ
 0
 Ⅱ
 
0
 ゆ
つ
 
ま
 0
 さ
 」
。
が
 

ョ
 知
性
論
 ヒ
 で
は
「
直
覚
 ぎ
 荻
田
。
 臣
 」
に
発
展
し
、
理
性
の
推
 論
 と
の
協
働
に
よ
っ
て
 、
 我
々
の
経
験
的
事
物
の
究
極
 因
 を
追
 究
 し
た
。
周
知
の
如
 

く
 先
述
し
た
 デ
 ヵ
ル
 ト
 の
生
得
観
念
か
ら
は
本
体
論
的
証
明
を
 根
拠
に
し
て
い
る
。
 

（
㌍
）
芭
の
の
が
 
せ
 ・
 俺
 -
1
0
1
 

の
 

（
 穏
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
隼
 ・
・
 
P
 ム
 ふ
「
生
命
と
信
心
と
に
か
 ム
 わ
る
す
べ
て
の
 も
の
を
」
の
原
文
は
ギ
リ
シ
ャ
 

五
 旧
新
約
聖
書
：
ヘ
テ
ロ
第
二
重
目
、
 一
｜
三
 よ
り
「
も
寝
て
 
へ
れ
 

ぉ
も
 o
n
 ざ
驚
 K
g
@
s
e
q
n
 

ミ
き
 」
と
記
さ
れ
、
ま
た
一
六
一
一
 

年
の
 
「
臼
の
下
戸
（
 
ゴ
 0
 （
 ざ
 住
せ
 0
%
@
0
 

コ
 
欽
定
訳
聖
書
」
で
は
 
曲
目
 由
は
 
@
 
コ
 ㏄
の
任
す
 
か
田
 

づ
の
 
Ⅰ
（
 
曲
ぎ
岸
ま
 0
 ゴ
 柑
の
註
の
 0
 臼
 ぎ
の
の
の
に
 
訣
当
 す
る
。
 



近世における 理性 と 信仰の概念を 巡って 

（
 
舛
 ）
 
め
ゴ
 
@
 
年
 ・
・
 
A
 。
ト
つ
 
@
P
 
串
 

（
 
あ
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
Ⅰ
・
・
 

A
l
 
ト
や
・
 

ゆ
 

（
 
c
o
 
）
 
田
ヴ
 
@
 
勺
テ
 
・
 ら
 ー
 ト
 ㏄
 
1
 ト
。
 

（
四
）
 @
 
サ
 @
 
宙
 ・
・
ト
ー
ト
の
 

1
 ㏄
 

（
 
為
 ）
 
片
 
江
口
・
・
ト
ー
ト
 

ゆ
 1
,
 

か
 

（
 
鴉
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
ト
 ・
，
ト
ー
ト
の
１
ト
 

笘
 

（
㏄
）
 @
 
丁
 @
 
年
 ・
・
年
 

1
 ト
 
0
1
 
ト
 
ウ
 

（
㎝
）
全
タ
イ
ト
ル
は
 円
汀
オ
 0
 傍
 0
 臣
 
曲
目
の
下
品
 
の
 o
h
 の
す
「
 

@
 
の
 
（
 
@
 
の
コ
 
-
 
田
 
Ⅱ
 ゅ
 
の
年
の
ご
 
せ
 の
 づ
 
の
 由
 -
 
臣
 （
 
下
 
0
 の
。
 
コ
づ
田
岸
 

Ⅱ
の
・
Ⅰ
の
の
 

雙
 ワ
ッ
ク
は
 大
著
を
既
成
神
学
の
教
 

義
や
説
明
の
一
切
片
 い
 ず
に
自
分
の
考
え
だ
け
で
読
ん
だ
こ
と
 を
 、
 本
著
の
 
「
序
文
早
練
お
の
（
 毛
 0
q
 
零
 さ
」
で
記
し
て
い
る
 。
彼
の
自
由
思
想
家
 

と
し
て
の
一
面
が
感
じ
ら
れ
る
。
 

（
㌍
）
 円
汀
 
河
の
曲
の
 

0
 臣
り
ヴ
 

）
の
巨
の
の
の
・
 

b
.
 ト
ロ
ッ
ク
は
 本
 著
の
貝
取
 初
の
部
分
で
、
新
約
聖
書
か
ら
 先
づ
 明
白
な
こ
と
は
「
救
済
の
 教
義
（
 汗
由
 o
c
 
（
Ⅱ
 

i
n
 
の
 

o
 Ⅱ
 r
e
 
隼
の
 
ヨ
ロ
ヱ
 。
 巨
 」
従
っ
て
 福
 青
書
の
教
理
が
「
ア
ダ
ム
の
 堕
 罪
 （
 
ア
の
 
f
a
 

）
ト
ミ
 

姦
ヨ
 」
と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
 述
べ
て
、
聖
書
的
 人
 

間
 観
の
基
点
に
立
っ
て
は
い
る
が
、
伝
統
の
「
原
罪
 
臼
の
 。
 
ユ
 の
ぎ
 注
四
コ
 」
に
は
否
定
的
見
解
で
あ
る
。
 

（
 
%
 ）
 
@
 
ヴ
 
@
&
.
"
 

づ
 ・
 
べ
 

（
㏄
）
 @
 
ヴ
 @
 
宙
 ・
・
 
づ
 ・
㏄
 

ハ
お
 ）
ロ
ッ
ク
の
原
罪
解
釈
で
は
、
既
成
観
念
の
中
心
部
分
（
 
ア
ダ
ム
の
子
孫
へ
の
「
罪
の
ぎ
」
の
伝
達
）
を
否
定
し
た
だ
 け
 で
あ
る
。
 
p
 ッ
ク
 の
 解
 

駅
 で
は
自
然
死
を
す
る
「
有
限
な
る
 
日
 0
 「
（
 
ぃ
 
）
」
人
間
と
「
 罪
 あ
る
の
ぎ
め
 三
 」
人
間
と
の
問
題
は
、
合
理
論
と
教
義
学
の
立
場
 
の
 相
違
と
い
え
る
の
 

で
あ
ろ
う
。
 

（
㏄
）
ロ
ワ
甘
の
 
力
 e
a
 
の
 
o
 コ
か
す
ト
 

の
 コ
 
0
 ㏄
の
 
，
せ
 ・
の
㏄
 

（
 
舘
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
Ⅰ
・
・
 

つ
 ・
 ト
 
㏄
 

（
 
繋
 ）
 日
圧
 ：
 や
ロ
 
ロ
ッ
ク
が
信
仰
箇
条
を
唯
一
つ
、
イ
ェ
 ス
の
 メ
シ
ア
性
の
み
に
簡
素
化
し
た
事
は
 、
 彼
の
「
 広
 教
主
義
 
Ⅰ
 
a
 叶
 
@
 
ヰ
目
口
 

@
 
コ
り
ト
 

@
 
ド
コ
 
ガ
コ
 ソ
 
」
 

 
 

の
 視
点
 よ
 り
各
諸
宗
派
の
宗
教
寛
容
に
対
す
る
実
践
上
の
問
題
 が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
各
派
共
通
の
統
一
し
た
信
条
に
よ
り
 無
 駄
 な
論
争
を
避
け
て
 

携
 

和
解
し
合
う
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
の
先
駆
者
チ
リ
ン
グ
 ヮ
 ー
 ス
 
（
 
毛
 ・
の
 目
 ヨ
 %
 韻
 0
 「
（
 
ア
 イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
牧
師
）
の
「
 プ
 
ロ
手
 
ノ
ス
タ
ン
ト
 
か
 り
古
 
本
 
 
 

 
 

教
は
救
済
へ
の
安
全
な
る
道
で
あ
る
。
 円
 二
の
再
の
）
 

@
 
哩
 o
p
o
h
 
㌧
 「
 
0
 億
 
。
の
 
ヰ
い
再
ヰ
い
 

の
 
い
 Ⅰ
の
 
ミ
リ
ぜ
什
 
。
の
曲
 ト
セ
 
の
 
ヱ
 。
 円
ア
 
ト
の
㏄
㏄
 

ヒ
の
 信
仰
 箇
 条
 の
問
題
と
非
常
に
 



関
連
が
あ
る
。
 

7
6
 

更
に
こ
の
課
題
は
ウ
ォ
ー
 セ
 ス
タ
ー
の
大
司
教
エ
ド
ワ
ー
ス
（
 ナ
巴
年
毛
り
 
「
色
の
）
か
ら
同
無
神
論
の
若
干
の
原
因
 
ヒ
と
 題
す
る
 小
 冊
子
で
、
 
ソ
ツ
ィ
 

 
 
 
 
 
  
 

二
 主
義
（
三
位
一
体
を
否
定
し
た
神
学
）
の
傾
向
を
指
摘
さ
れ
 、
直
後
ロ
ッ
ク
は
三
つ
の
 
刊
 弁
明
書
そ
ぎ
 臼
 c
a
 
由
 。
 コ
 b
 で
論
争
 し
た
。
 

 
 

（
㏄
）
 @
 
す
 @
 
隼
 ：
 づ
 ・
）
 ト
の
 

（
 ぬ
 ）
 
@
 
サ
 @
 
隼
 ・
・
 
づ
 ・
）
の
。
 

（
Ⅱ
）
 

@
b
@
 

隼
 ・
。
 

b
.
P
4
 

の
 

（
 蛇
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
年
 ・
・
 
づ
 ・
 ト
の
 

（
れ
 
れ
 ）
 
ミ
 
ユ
 @
0
 
Ⅰ
 
ガ
 の
の
・
 く
 
Ⅰ
 し
 げ
り
 
0
 由
 Ⅰ
㏄
 
0
0
 Ⅱ
 呂
 i
r
 
ひ
 い
 ）
の
 
s
,
 
づ
 ・
 り
白
 
㏄
 ｜
 田
、
づ
プ
 
の
方
の
り
の
 

0
 二
の
 
サ
汀
臣
 
9
 の
・
ワ
ト
の
 

（
 月
丑
 
）
 
づ
オ
 0
 再
 0
 の
の
 
0
 コ
り
サ
ト
 

の
 コ
 の
㏄
㏄
 
つ
 ・
 ト
肚
 
㏄
 

（
 蝸
 ）
の
す
Ⅰ
 @
 
の
億
ナ
い
 

日
田
セ
コ
。
ヰ
目
せ
㏄
 

庁
 
e
r
@
o
 

け
 の
・
 
づ
 ・
Ⅱ
 

（
 邸
 ）
日
田
：
 
や
の
 「
問
題
の
表
明
」
よ
り
述
べ
て
い
る
。
 

（
 仰
 ）
田
の
の
い
 
せ
 ・
ト
ム
ー
 
い
 

（
㎎
）
 0
 オ
ユ
降
 i
p
 
コ
岸
せ
コ
 
0
 （
 審
ぺ
の
ド
 

の
 ユ
 0
 仁
ダ
 せ
 ・
ト
ト
の
・
の
Ⅱ
が
 

幅
 ㎎
 ・
 コ
 h
O
 
ヨ
 
㌧
 仁
 ヱ
 %
 コ
 チ
ヨ
 （
 
0
 （
 
プ
 0
 ト
 ㏄
の
 0
 め
オ
 m
p
 
の
 
O
 ニ
ワ
 P
&
O
 
ト
ー
ラ
ン
ド
の
 
で
 の
お
の
 

せ
叶
 
@
0
 
コ
 （
 
0
 （
お
目
 お
 ）
及
び
 ヨ
ぎ
 年
の
観
念
は
ロ
ッ
ク
の
 
お
コ
 の
 
注
ざ
 口
及
び
「
臼
の
 り
 （
 
ざ
ぢ
 に
該
当
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
 

（
 め
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
口
，
 
・
 づ
 ・
 P
4
1
 
ト
 ベ
 

（
㏄
）
 @
 
ヴ
 @
 
宙
 ・
・
Ⅰ
・
Ⅰ
 

肚
・
ト
の
 

（
 駐
 ）
 
い
 
す
 @
d
.
,
 

せ
 ・
 0
0
 

（
 乾
 ）
 
@
@
 
・
・
 
づ
 ・
 0
 の
 

（
 印
 ）
 
@
b
@
d
.
.
 

づ
 ・
 2
 べ
 

（
Ⅱ
 
旺
 ）
 
@
 
オ
 @
 
年
 ・
・
 
づ
 ・
の
Ⅱ
 

（
 お
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
年
 ：
Ⅰ
・
 め
 ㏄
 

（
 邱
 ）
 
手
ミ
 ・
 
-
 ち
 ・
 2
 で
び
申
 

（
 辞
 ）
 
@
 
ゴ
ぃ
 
d
.
.
 
づ
 ・
の
。
 

（
⑱
）
 @
@
@
Q
.
.
b
.
 

の
㏄
 



近世における 理性と信仰の 概念を巡って 

 
 

（
 汀
巴
 @
 
岨
ま
 の
の
 
コ
 （
 
す
 C
 の
さ
件
目
 

ヂ
ベ
 0
 ゲ
ト
ワ
 
の
Ⅰ
彼
は
ト
ー
ラ
 ソ
ド
 の
論
理
方
法
の
逆
 

説
や
二
律
背
反
的
な
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

（
 
れ
 ）
 
ロ
 の
の
が
せ
 

か
。
ト
の
。
 

P
m
 

（
㌍
）
 ミ
コ
 
「
 
0
 Ⅱ
 
ガ
の
 0
 Ⅱ
Ⅰ
 

0
0
 

ガ
 0
0
-
 
巴
 -
 
の
り
 
0
 目
Ⅱ
の
 

0
0
 

片
づ
 

目
 
@
q
 

の
の
）
の
の
 

づ
 い
 中
年
 

（
 @
2
 
）
已
の
の
 
笘
 Ⅱ
年
 1
 ㌣
。
 

w
 
o
r
 

ト
ー
 

い
 
1
 Ⅰ
 

（
 
れ
 ）
 
ド
オ
 
の
 オ
 8
 の
 
0
 ヲ
が
匡
 
0
 
コ
 0
 
の
の
 
ワ
 ）
い
 
で
 P
u
 
の
 

（
 乃
 ）
主
に
 、
イ
ヱ
ス
 の
奇
跡
の
御
菜
、
メ
シ
ア
と
し
て
の
 開
 示
 、
告
白
、
イ
ェ
ス
自
身
の
復
活
な
ど
の
記
述
を
考
慮
し
て
い
 る
 。
 

 
 

が
由
 
0
 （
）
 
0
 片
（
～
）
 

0
 ～
 
4
n
@
O
0
@
@
 

の
 
@
 
（
）
 

@
o
h
 
Ⅰ
Ⅰ
 

0
q
@
@
 

ぬ
 
@
.
@
 

Ⅱ
 
@
 ヲ
自
曲
 

（
（
 

@
 
Ⅱ
 0
 円
日
心
 

の
 
@
 
ト
 
@
 
魑
 0
 ロ
ワ
ヰ
 の
の
以
下
 

 
 
 
 

 
 

 
 

（
 俺
 ）
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
僧
職
者
、
 
p
 ッ
ク
と
 寛
容
論
で
 論
争
す
る
。
 

 
  
 

（
 鴇
 ）
 
ハ
し
け
 

（
 
@
 
の
件
 
@
 
曲
コ
 
@
 
田
せ
コ
 
0
 ヰ
 ヲ
ミ
 
せ
の
神
 

0
 「
 
@
0
 
由
の
・
 
づ
 ・
 ト
り
 
。
 

（
㏄
）
 @
@
 
ロ
 ・
 
@
 づ
 ・
 ト
印
つ
 

（
㏄
）
 @
 
サ
 @
 
隼
 ・
・
Ⅰ
・
 

ゆ
べ
 

（
㏄
）
 @
 
ヴ
 @
 
隼
 ・
 
，
づ
 
・
の
 
の
 

（
㎝
）
 ヰ
サ
 
@
 
ロ
 ・
・
 
づ
 ・
の
の
 

（
㏄
）
 @
 
ま
ト
 ・
・
 
せ
 ・
の
 
べ
 

（
㏄
）
 @
 巨
 .
,
 
づ
 ・
 べ
の
 

（
㏄
）
 @
F
@
q
.
.
b
.
 

㏄
 甲
 ・
㏄
Ⅱ
 

（
㏄
）
 ぎ
宙
 ・
・
 
ワ
 ㏄
㏄
こ
こ
で
彼
は
神
の
「
本
性
 
之
 三
 %
 ぉ
 」
 を
 「
無
限
の
善
良
さ
、
愛
、
知
識
、
力
能
や
知
恵
（
 
き
コ
 @
 
（
 
の
の
 

0
0
 

申
さ
の
の
の
・
Ⅰ
。
 

づ
タ
 

パ
コ
 
0
 毛
 （
色
の
・
㌧
 

0
 毛
浅
が
乱
毛
 @
 
約
 o
 ョ
 」
が
共
存
し
て
い
る
と
 」
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

（
 休
 
W
 
W
 
）
 
申
サ
田
 

p
.
.
 

セ
 ・
 @
 
ツ
 
o
 
イ
 

（
 辞
 ）
 
ヲ
 @
 
ヰ
 ・
 
-
 せ
 ・
の
㏄
 

（
㏄
）
 @
 
す
 @
 
ロ
 ・
・
 
づ
 ・
ゆ
り
 
1
 ㏄
 



（
 荻
 ）
 
@
b
@
 

宙
 ・
・
 
づ
 ・
 1
 の
の
 

 
 

 
 

（
 駝
 ）
 
@
@
&
.
,
 

や
 ・
 P
o
N
 

 
 

（
 
%
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
年
 ・
 
-
b
.
P
o
 の
 

 
 

 
 
 
 

（
㎝
）
キ
リ
ス
ト
の
神
性
、
三
位
一
体
、
人
間
の
原
罪
の
否
定
 し
た
強
度
の
ム
ロ
里
主
義
神
学
の
派
。
十
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
 

L
 

ソ
ツ
ィ
ニ
 、
 F
.
 
ソ
 

ツ
イ
二
の
二
人
が
元
祖
で
、
近
代
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
主
義
の
先
駆
 げ
で
あ
っ
た
が
激
し
い
弾
圧
を
受
け
た
。
 

（
㏄
）
こ
の
説
に
は
Ⅰ
・
 

紺
 名
寄
コ
 
%
@
 
の
 （
 
0
q
 
せ
 0
 片
 Ⅱ
コ
的
 
-
@
 
円
甘
 0
 け
 の
す
 
侍
 @
 
コ
庁
ア
 
0
%
@
 鍍
ア
自
 
e
e
 
コ
片
 
す
の
の
 コ
 Ⅰ
 
偉
 Ⅱ
 
せ
せ
 0
 ㌃
拝
せ
・
㏄
 り
 ・
の
・
の
「
が
㎎
四
 
%
 「
 
0
 ヨ
 

㌧
定
ユ
 
宙
 き
の
 ヨ
 
（
 
0
 （
 ぎ
 オ
頭
の
 

o
h
 

オ
 0
%
0
 ど
 
や
 
お
 Ⅱ
な
ど
が
あ
 る
 。
 

ハ
 ㏄
）
の
 
ド
 の
り
 
は
ド
 
の
「
・
の
の
の
 

り
ゴ
ざ
ゴ
 
（
 
e
 由
 e
 の
付
さ
 幅
 -
 
㌃
 い
す
 
。
コ
ロ
の
 
@
 
の
 ヨ
拐
ト
 の
か
 
P
,
 が
 
痒
の
の
を
参
照
し
た
。
 

（
 甜
 ）
Ⅰ
の
（
の
吝
の
 コ
 ・
 こ
乙
 ：
 づ
 0
-
.
 
ゲ
 
や
の
 肚
 よ
り
参
照
。
 

（
㏄
）
Ⅱ
の
の
の
）
・
 

&
l
P
o
l
P
O
 

（
 処
り
 
）
の
す
Ⅱ
 @
 
の
 
t
@
 
が
 臣
 @
 
（
 
せ
け
 0
 （
 呂
ぺ
の
 
t
e
r
@
o
 

由
の
。
 

巾
 Ⅰ
の
 
ヰ
 
曲
り
の
リ
ハ
リ
 

ハ
メ
ト
 

Ⅰ
（
 
｜
せ
 k
w
H
 

（
㏄
）
Ⅱ
の
の
 
a
 ）
，
年
 
1
 ト
㏄
 
1
 Ⅰ
 

（
㎝
）
 @
 
下
 @
d
.
.
4
1
 

ト
 0
1
 
）
 卜
 
f
 ）
 の
 

（
 ど
グ
の
孟
づ
汀
口
 ・ デ
日
 ：
 づ
 0
 ピ
 ）
。
 
巳
 （
・
や
田
そ
の
 二
律
ザ
 
背
反
の
例
と
し
て
「
…
…
宗
教
的
 教
説
 が
神
秘
だ
と
い
う
の
は
 科
学
的
命
題
も
同
様
に
 

神
秘
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
宗
教
も
科
学
も
 同
様
に
神
秘
で
な
い
、
と
い
う
言
い
方
を
好
ん
だ
訳
で
あ
る
。
 」
 



レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
 リ
ュ
か
 は
、
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
に
か
け
 て
の
 イ
ギ
リ
ス
人
類
学
派
と
同
じ
問
題
状
況
に
い
た
。
 そ
れ
は
、
お
び
た
だ
 

し
く
蓄
積
さ
れ
た
民
族
誌
的
報
告
に
見
ら
れ
る
諸
事
実
の
 類
似
で
あ
る
。
彼
は
、
タ
イ
ラ
ー
や
フ
レ
ー
ザ
ー
と
は
 異
と
 
に
は
っ
て
 
、
 「
々
一
九
㌧
 

蓉
 本
ふ
 

ヱ
し
 

れ
て
い
る
社
会
の
集
合
表
象
が
我
々
と
同
じ
高
等
な
心
 的
 機
能
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
我
々
の
も
 の
と
は
異
な
っ
て
 
い
 

て
 、
あ
る
程
度
、
決
定
を
要
す
る
一
つ
の
心
性
に
関
係
 つ
 げ
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
ど
う
か
」
（
 

l
 ）
と
い
う
選
択
肢
に
 真
 正
面
か
ら
取
組
ん
だ
。
 

彼
は
事
実
の
中
に
説
明
を
求
め
た
。
未
聞
社
会
の
集
合
 表
象
の
間
の
顕
著
な
類
似
性
に
強
い
印
象
を
受
け
た
が
 故
 に
、
 彼
は
原
始
心
性
を
 

文
明
心
性
に
対
立
さ
せ
た
。
し
か
し
彼
は
原
始
心
性
が
 非
合
理
的
で
あ
る
と
は
一
度
も
主
張
し
た
こ
と
は
な
い
。
 む
し
ろ
、
そ
の
 ヵ
テ
 。
 
コ
 

リ
ー
や
推
論
が
、
そ
れ
自
身
の
妥
当
性
を
持
つ
こ
と
、
 ョ
 ｜
 ロ
ッ
パ
の
文
化
の
中
で
伝
統
的
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
 諸
観
念
に
よ
っ
て
は
 説
 

 
 
 
 

明
し
え
な
 い
 思
考
様
式
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
 彼
 は
、
 個
々
の
信
念
を
社
会
的
文
化
的
文
脈
の
中
で
吟
味
す
 る
よ
り
も
、
諸
信
念
 あ
 

 
 

る
い
は
諸
命
題
相
互
の
関
係
、
論
理
的
結
合
関
係
に
分
析
 を
 集
中
し
た
。
こ
の
よ
う
な
比
較
方
法
に
よ
っ
て
 、
彼
 

  

様
相
を
き
わ
だ
た
せ
た
の
で
あ
る
。
 

序 原 
始 
@  Ⅰ 二 ㍉ 

性 
(C 
つ 

・ し 

て 

安
元
正
也
 



自
身
以
外
の
も
の
で
あ
り
 
ぅ
る
 。
同
様
に
理
解
し
難
い
 
仕
方
で
、
そ
れ
ら
は
自
ら
在
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
な
く
 

、
 他
に
感
ぜ
し
め
る
、
 

則
 」
（
）
 

0
 ぃ
監
 つ
い
ユ
ざ
ぢ
 

い
文
。
 
コ
 ）
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
 そ
れ
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。
 

「
原
始
心
性
の
集
合
表
象
に
お
い
て
は
、
物
、
生
物
、
現
 
象
は
、
 我
々
に
理
解
し
難
い
仕
方
で
、
そ
れ
自
身
で
あ
 る
と
同
時
に
、
そ
れ
 

よ な 条 の の の い 

問 こ か 。 今   題 こ と し 日 

と で い か で   
  0 目 しはぅ て " 問 し " も 、   の レ 題 レ ラ 桂 

も た し し る ュ 
  

た ち て た る ル 開社ム 思 味 な にまでヴィ。 ヴィー ー   は、原 だ く、 0 回り 彼は 、 がって ことを 

前 始 確り 靭 展り人 
ゆり ュ し ュ 々   し か て ル の 

と 象 心 な と 性 
い の 性 つ し に い 丹 尹 
っ 背 は た て 関 
て 後 神 社 い す 
矛 に 私 金 る る 
盾 見 的 類 。 初 
な え で 型 し 期 
悦 ざ あ に か の   
で の 同 な 集 に 
も の 時 っ 合 お 
な 力 に た 表 い 

い の 前 心 象 て 

心 的 序論 在 理がし、 性 とも 
態 や 酌 対 て 未   
度 作 で 応 の 開 
で 用 あ す 制 社 

で、 

やま 

な 
らに、自走 的 会で あるを 感る と る」 （し 度、 呪 に 

。 知 生 は 習 あ 
い 。 行客 

彼 L 至芸 倹突 ゐ 定 

合 当 
の 黙 す     

「 ど せ 

「」 分て た 
な も て 原 ぅ ざ 
0 社 人 始 

，心 
解 る 

有 て が 合 間 釈 を 
の 避 問 酌 む 性 し す え 
法 げ 題 に 性 る な 

(200)  80 



か
 
黍
の
収
穫
を
左
右
す
る
。
ま
た
羽
毛
は
健
康
 

と
生
 命
 と
幸
福
と
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
鹿
の
毛
は
 

、
 鷲
の
羽
毛
と
同
じ
く
特
殊
 

柱
の
効
力
を
持
つ
。
 鹿
 、
 ヒ
 ク
リ
、
玉
蜀
黍
、
羽
毛
 が
、
 互
に
他
を
象
徴
す
る
も
の
で
な
く
、
い
わ
ば
同
一
 

視
さ
れ
て
い
る
と
す
る
 
レ
グ
 
 
 

が
 
は
、
そ
れ
を
「
分
有
に
よ
る
同
一
ひ
 

ィ
 Ⅱ
ブ
リ
ュ
 か
 

視
 」
（
田
の
 

コ
 （
 
レ
 
（
か
 

め
 よ
 づ
銭
ヱ
の
ぢ
ま
 

。
 し
 、
「
分
有
の
法
則
 
の
 下
で
の
同
一
視
」
（
 
田
臼
 。
㏄
 

8
1
 

原
由
 額
の
 0
 拐
ざ
 P
O
i
 

片
甲
ユ
ざ
 も
 注
 i
0
 
コ
 ）
と
記
述
 

す
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
共
通
な
神
秘
的
作
用
を
も
た
ら
 

し
う
る
と
い
う
信
念
に
よ
っ
 

方
で
鹿
も
供
え
ら
れ
る
。
定
ま
っ
た
時
期
に
行
わ
れ
る
 鹿
狩
り
、
そ
れ
に
 ヒ
ク
リ
 の
採
集
は
、
と
も
に
同
じ
儀
式
 を
 伴
い
、
さ
ら
に
玉
 菊
 

て
 

黍 はま を 神 「「扱 ; 木 わさ 
赤 れ p 神 
す 白 旗 こ 秘   的な ると 具 似 @ ま、 こで 

あ メ に あ の ね こ   
りキ 、 シ有 分る 」 同 一ぬ命 もめ 

して は性と題 、 」かが   効果、 られた は、そ もので たちは 

，艮 め る 金 表 性   
は る ン 6 件 
状 」 コ い 用 

況 と で は を 
な い あ 概 発 
ど う る 念 し 
0 表 と の 、 

ン p   ょ 現 誇 結 愛 
コ 人 う に っ 合 げ 

に お て 様 る ? 
説 い い 式 ピ ） 

明 て る ぢ を 

る 何 と 彼 
こ が い は 

「双 合主張とに 3 目 １   な さ 題 論 
る れ が 理 

しと のか、 約 ている ある。   そ の こ 規 
社 り 

れかの定 が 、 ょす 
問 あ ぅ る 
わ る な 。   

黍 ヒ 

の ク たとえ ねたげ ぃは， 「それ 

束 り 

を ほ 
春 夫 
納 蜀 
す 黍   る で，     の 場 ュ と っ に 「 

  
水 合 か し て 、 ボ 

質 の は て 指 そ 口 



成
し
て
い
る
。
事
物
は
部
族
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
 人
 

デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
に
と
っ
 

間
 と
同
じ
く
そ
の
正
規
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 

て
 事
物
そ
れ
自
体
、
宇
宙
を
満
た
し
て
い
る
一
切
の
事
物
 

グ
イ
 ー
 ソ
 ズ
ラ
ン
ド
の
 

が
 部
族
の
部
分
を
形
 

て
 、
つ
ま
り
「
こ
の
部
族
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
神
 
磁
的
 力
 が
こ
れ
ら
の
も
の
に
共
通
に
存
在
す
る
と
い
う
，
 」
と
、
あ
る
い
は
む
し
 

ハ
 
6
u
 

）
 

ろ
 、
こ
れ
ら
の
存
在
を
循
環
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
導
 原
理
と
す
る
分
類
」
に
よ
っ
て
 、
 同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
 入
 り
 、
同
一
視
が
可
能
に
 

な
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

さ
ら
に
 
レ
 ヴ
ィ
リ
ブ
 
リ
ュ
か
 は
 、
 特
に
 ス
 ペ
ソ
サ
ー
 と
 ギ
レ
ン
 に
よ
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
多
数
の
事
例
に
触
れ
て
 い
る
 0
 一
つ
の
社
会
 

集
団
あ
る
い
は
個
人
と
、
そ
の
ト
ー
テ
ム
動
植
物
と
の
 間
 に
感
じ
ら
れ
る
連
帯
感
あ
る
い
は
親
縁
関
係
を
・
「
分
有
 

の
 法
則
」
に
よ
っ
て
 説
 

萌
 す
る
の
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
ア
ル
ン
タ
族
に
あ
っ
て
は
各
個
人
は
神
話
 時
代
の
祖
先
、
あ
る
い
は
神
話
時
代
の
 一
 動
物
の
部
分
 精
 霊
の
直
接
の
化
身
で
 

あ
る
。
各
人
は
自
ら
の
ト
ー
テ
ム
と
同
じ
も
の
で
も
あ
 る
 。
各
個
人
、
そ
の
ト
ー
テ
ム
集
団
、
そ
の
ト
ー
テ
ム
 動
植
物
種
と
の
間
に
は
 

「
一
種
の
共
存
感
」
（
 E
 コ
 の
の
 0
 （
 汀
 
&
 の
留
 日
ま
 0
 の
の
）
が
 
あ
り
、
い
わ
ば
そ
れ
は
、
体
験
さ
れ
た
分
有
で
あ
る
。
「
 彼
は
、
そ
の
名
の
る
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

動
物
ま
た
は
植
物
種
の
本
質
を
神
秘
的
に
分
有
し
て
い
 る
 。
」
そ
れ
故
、
イ
ン
テ
ィ
チ
ュ
ウ
 
て
 な
ど
の
祭
儀
は
 、
論
 理
 的
な
考
え
方
の
枠
 と
 

相
容
れ
な
い
分
有
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
 そ
 れ
は
、
そ
れ
ら
の
本
質
と
の
「
同
体
感
」
（
 
0
0
 

日
日
け
田
。
 

口
 ）
を
維
持
、
更
新
す
る
 

こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

レ
 ダ
イ
 Ⅱ
フ
リ
ュ
 か
 は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
モ
ー
ス
が
注
目
 し
た
原
初
的
分
類
、
ト
ー
 テ
、
、
、
 

ズ
ム
に
お
け
る
分
類
に
 対
し
て
も
、
我
々
の
 

も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
心
的
習
慣
が
 、
 諸
々
の
 存
 在
を
特
に
神
秘
的
分
有
に
よ
っ
て
近
接
さ
せ
 い
 結
合
す
る
 か
ら
だ
と
説
明
す
る
。
 

で
は
、
実
際
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
ど
 う
 説
明
し
た
の
だ
 る
 ぅ
か
 。
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原始心性について 

ポ
ー
ト
マ
ッ
ケ
 

1
 部
族
は
、
ユ
ン
ガ
ル
ー
 

と
 ウ
ー
タ
ル
 
｜
 と
い
う
名
の
二
つ
の
 

胞
 族
を
含
み
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
 

こ
の
二
つ
の
 

胞
族
 に
分
 

劃
 さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
 

各
胞
族
 
に
属
す
る
人
間
が
一
定
 

数
の
 ク
ラ
ン
（
氏
族
）
に
 

分
 げ
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
 

よ
 う
 に
、
各
事
物
も
そ
 

 
 

 
 

 
 

位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
 
0
 い
く
つ
か
の
事
物
に
対
し
て
類
似
し
て
い
る
と
い
 

ぅ
 感
情
を
持
っ
こ
と
は
 

あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
「
 

類
 」
寂
の
 
コ
ぺ
 

の
）
 
と
 い
 う
 外
的
枠
組
は
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
 

お
い
て
類
と
し
て
役
立
 

っ
 
た
の
は
 
胞
族
 
、
「
 
種
 」
官
名
か
 

R
 ）
と
し
て
役
立
っ
た
の
 

は
 ク
ラ
ン
で
あ
る
、
と
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
主
張
す
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
ポ
ー
ト
マ
ッ
ケ
 

1
 部
族
の
人
々
は
、
「
鰐
は
 

ュ
 ン
ガ
ル
ー
 
胞
族
 で
あ
り
、
カ
ン
ガ
ル
ー
は
ウ
ー
タ
ル
 

｜
胞
族
 
で
あ
る
。
 
太
 

陽
は
ュ
 
ン
ガ
ル
ー
で
あ
り
、
月
は
 

ゥ
 ー
タ
ル
 
ー
 で
あ
る
、
 
等
々
」
と
信
じ
て
い
る
。
一
定
の
社
会
集
団
と
、
そ
れ
 

に
 分
類
さ
れ
て
い
る
 

事
 

物
 と
の
「
・
・
・
：
も
あ
る
」
と
、
い
 

う
 同
一
視
が
、
こ
こ
 

に
あ
る
。
さ
ら
に
ト
ー
テ
ム
が
、
ク
ラ
ン
の
人
々
 

と
ク
ラ
 
ソ
に
 
分
類
さ
れ
て
い
る
 

事
物
と
を
結
び
つ
け
、
そ
の
連
帯
的
体
系
を
形
成
す
る
 

原
理
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
ク
ラ
ン
に
属
し
て
い
る
す
べ
 

て
の
も
の
は
、
そ
の
 

ト
 

｜
 テ
ム
 
的
 存
在
（
動
植
物
等
）
の
単
な
る
様
相
に
す
ぎ
な
 

い
 。
た
と
え
ば
、
 

鴉
 ク
ラ
ン
に
属
す
る
も
の
は
、
鴉
の
 

何
も
の
か
を
自
分
の
中
 

に
 持
つ
が
故
に
「
 

鴉
と
 同
じ
も
の
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
 

い
る
。
す
べ
て
は
、
ト
ー
テ
ム
的
存
在
の
木
性
を
分
有
 

す
る
と
い
う
意
味
で
、
 

 
 
 
 
 
 

同
じ
肉
か
ら
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
す
べ
 

て
の
も
の
は
、
ト
ー
テ
ム
の
親
密
な
協
力
者
、
友
人
で
あ
 

る
 。
非
常
に
近
い
、
 

親
 
㏄
 

 
 
 
 

密
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
感
情
に
よ
っ
て
、
事
物
が
同
 

一
規
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
約
す
る
と
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
 

主
張
は
こ
 
5
 い
う
こ
と
 



さ
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
同
一
視
」
に
も
、
 

レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
 ブ
 り
ュ
ル
 に
似
た
、
本
性
の
分
有
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
 

ト
 ｜
テ
 ミ
ズ
ム
に
お
 け
 

（
 
Ⅰ
）
 

g
 

る
 自
然
と
人
間
と
の
結
び
つ
ぎ
は
、
こ
の
よ
う
な
「
分
有
 」
概
念
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
 し
 か
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
 

場
合
、
原
始
心
性
と
科
学
的
思
考
の
連
続
性
を
強
調
す
 る
こ
と
に
力
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
同
一
性
は
単
 は
 神
秘
的
な
共
感
に
 ょ
 

っ
て
で
は
な
く
、
 
類
と
種
 と
の
関
係
、
類
型
概
念
に
よ
っ
 て
 捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
 0
 類
種
 関
係
に
お
い
 

て
 
「
 A
 は
 B
 で
あ
る
」
を
考
え
れ
ば
、
下
位
概
念
は
主
 圧
 幅
の
 、
上
位
概
念
は
述
語
の
位
置
に
来
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 A
 は
 B
 と
同
じ
も
の
、
 

あ
る
い
は
 A
 は
 B
 に
属
す
る
、
 
A
 は
 B
 に
包
ま
れ
る
と
 い
う
こ
と
で
あ
り
、
 
A
 と
 B
 は
 必
ず
し
も
逆
転
可
能
で
は
 な
 い
 o
A
 が
 B
 の
象
徴
 

で
あ
る
と
言
う
時
も
同
じ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
 デ
ュ
ル
 ケ
ム
 も
、
こ
こ
ま
で
言
い
切
っ
て
い
な
い
。
と
も
あ
れ
』
 ア
 ユ
ル
ケ
ム
 は
 、
 
レ
 ダ
 

ィ
 Ⅱ
ブ
 リ
ュ
ル
 と
は
違
っ
て
、
論
理
的
操
作
の
萌
芽
を
 、
 そ
こ
に
認
め
た
の
で
あ
る
。
 

ハ
 
2
U
 

こ
こ
ま
で
問
題
に
し
て
ぎ
た
の
は
、
奇
妙
な
同
一
視
の
事
 側
 で
あ
る
。
 
レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
リ
 
ス
か
 は
、
そ
の
同
一
視
を
 原
始
心
性
に
お
け
る
 

矛
盾
へ
の
無
関
心
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
 0
 こ
の
こ
 と
を
め
ぐ
る
要
点
を
明
確
に
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

今
、
「
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
以
外
の
 
も
の
で
あ
り
う
る
」
を
、
「
 
A
 は
 A
 で
あ
る
と
同
時
に
 B
 で
あ
る
」
と
い
う
 形
 

に
再
 定
式
化
す
る
。
こ
れ
が
「
同
一
律
」
を
犯
す
矛
盾
 と
 考
え
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
 再
 定
式
化
は
「
 A
 は
 B
 

で
あ
る
」
と
同
値
で
あ
る
。
確
か
に
同
一
律
は
「
 A
 は
 A
 で
あ
る
」
と
い
う
形
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
 は
 、
あ
る
概
念
を
あ
る
 

意
味
で
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
同
一
の
議
論
の
過
程
で
 は
 少
な
く
と
も
そ
の
意
味
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
 こ
と
で
あ
る
。
「
 A
 は
 

B
 で
あ
る
」
と
号
目
っ
て
は
な
ら
な
Ⅱ
 T
 ハ
 
ツ
 で
は
な
Ⅰ
Ⅵ
。
「
 
矛
 盾
律
 」
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
読
み
方
が
あ
る
が
、
要
す
 る
に
「
 A
 は
 B
 で
も
あ
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で
あ
ろ
う
。
 

 
 



原始心性について 

々 B の も い る 分 合 ル 名 り 

い ない なが 馬晩 とに 。 日レ張こ 。 そ 償ももに 辞非 

で 始 た 

か は と b     
中 ち 離 ことは 夢の @ 。イルまこ る （ ） l 0 ・チャ 理的」 のは、 命題 相 
の ら れ コ と そ 互 で 
グ に た の 言 の の き 
か い 所 
ブ た か 

と   ら、 師は、 ので 夜 盗 族 の あ い か 
役 ん 中 
の だ に 

の は ブ     
る げ 岡 音 で 
0 が 一 通 は 

で と ヵ 原 指 視 で な 
あ 答 ボ 住 摘 が あ い 
つ え チ 民 さ 我 る 」 が ;  れ 々 と 

要 る に だ い ャを盛 を て、グ そ る。 の の は か ぅ 

ル の ん 中 で 理 ら も 

ブ 男 だ で は 解 「 の 

師 も の 見 な し A  で、 
が 二 親 で、 た い 難 は あ 

盗 身 弁 こ o い B る   ん の 償 
サ ブ し は い る   ケ @ しゲ Ⅰ @ 目 だ グ し 。さ 命題とに 時な であ 

こ 一 こ ル ろ、 
と ブ よ っ 間のる ので」に ら 

に 師 と 

「論理 のこと 五 O マ は が や   
違 盛 っ 

マオ 「   か ん て 

未 麟 一 は だ 来 ィ @ ま 

な の た   
い で の ブ れ ブ 在   師 る リ で， 

論 に ぎ 々 （ レ日 が我 場所 ・   に 場 ュ サま 
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よ
う
な
思
考
様
式
は
確
か
に
報
告
さ
れ
 ぅ
 る
と
い
う
こ
と
 な
の
で
あ
ろ
う
。
 

が
 、
も
は
や
論
理
的
解
釈
は
、
分
有
に
な
じ
ま
な
い
、
 そ
 

物
理
的
な
条
件
 力
 
ら
は
独
立
し
て
し
る
」
，
、
 

-
2
-
l
 
 

の
で
あ
り
、
 

が
、
 彼
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
 分
 

理
 的
な
矛
盾
で
は
な
い
 0
 彼
自
身
、
決
し
て
矛
盾
で
は
 

用
 、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
問
題
と
す
る
に
至
っ
た
よ
う
で
 

る
 。
そ
し
て
「
表
わ
す
こ
と
 ロ
 は
、
こ
こ
で
は
「
実
際
に
 

し
て
は
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
 A
 と
 B
 と
の
間
の
木
質
 

り
、
 感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
初
 

は
 、
そ
れ
が
表
わ
す
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
そ
の
存
在
 
か
 

で
あ
る
。
彼
は
「
手
帖
 L
 の
中
で
、
「
分
有
」
の
い
ろ
い
 

い
 直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

と
は
言
え
、
「
 
A
 は
 B
 を
象
徴
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
』
 

し
か
し
「
分
有
」
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
未
開
八
が
 

あ
る
。
 

な
く
、
真
と
し
て
受
け
入
れ
難
い
、
物
理
的
不
可
能
性
、
 

現
象
の
因
果
的
連
関
の
外
側
に
あ
り
、
伝
統
に
よ
っ
て
 

ろ
な
形
式
を
分
析
し
て
い
る
が
、
 A
 は
 B
 で
あ
る
、
 と
 

の
 共
有
と
模
倣
と
を
取
り
出
し
て
い
る
。
結
局
、
 
A
 と
 

あ
る
い
は
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
と
何
ら
か
の
仕
方
 

有
は
 
「
我
々
の
思
考
に
課
せ
ら
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
 

存
在
さ
せ
る
 レ
 と
い
う
文
字
通
り
の
意
味
を
持
っ
で
 い
 

期
 に
は
原
始
心
性
と
文
明
心
性
と
は
論
理
的
観
点
か
ら
 

れ
は
論
理
の
レ
ベ
ル
で
考
察
さ
る
 べ
 ぎ
で
は
な
い
、
 と
 

非
常
に
奇
妙
な
、
特
殊
な
信
念
を
受
け
入
れ
る
か
を
 説
 

ァ
 ー
 タ
 に
則
せ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
 

課
せ
ら
れ
た
信
念
で
あ
 

非
両
立
性
で
あ
る
と
 言
 

区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
 

主
張
さ
れ
る
に
至
る
の
 

B
 と
の
間
の
象
徴
化
作
 

 
 

の
 論
理
的
な
、
ま
た
は
 

で
 感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
 

い
う
形
の
同
一
視
に
関
 

0
 
 
彼
は
「
 シ
ソ
ボ
ル
 

明
し
ょ
う
と
す
る
の
 

す
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
ス
ー
ダ
ン
の
ヌ
ー
三
族
 に
 お
い
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
 ス
 Ⅱ
プ
リ
チ
ャ
 ｜
ド
は
 舌
ロ
 
ぅ
 、
「
 抑
鮭
縫
と
 

精
霊
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お
り
、
無
関
係
の
観
念
で
 あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
鰐
が
 
あ
る
リ
ネ
ー
ジ
に
と
っ
 

て
、
 彼
ら
の
神
と
の
特
別
の
関
係
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
 時
 、
そ
の
関
係
の
文
脈
に
お
い
て
、
シ
ン
ボ
ル
と
そ
れ
が
 象
徴
す
る
も
の
と
は
 混
 

回
 さ
れ
る
。
」
す
な
 

ち
、
（
 

@
 
 

4
 ）
 

ね
 

シ
ン
ボ
ル
が
、
あ
る
対
象
の
 表
現
あ
る
い
は
シ
ン
ボ
ル
と
み
な
さ
れ
な
い
で
、
そ
の
 二
 つ
が
等
し
く
見
ら
れ
る
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原始心性について 

  
  
  
  
的 彼 び 

族 
の な も め 本れ こ 

双 「 
の 性 に 
で に つ 

子 あ お い 
も よ る い て 

鳥 
で， 

あ 
る 
」   
と 
  

ふノ 

ム 

叩蒔逆 

化ァ し 

@% 
る 

  
  
  
れ が て 

る共 の 通 い る 。 
で、 に 

あ 拝 外 

るっ観 。 属が 
佳 人 
0 間 
ぅ で、 

ち 、 あ る 

い 人 
ず は 
れ そ 
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し
か
し
リ
ー
ン
ハ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
未
開
民
族
の
 @
 語
 を
 翻
訳
す
る
場
合
、
文
字
通
り
の
言
葉
と
比
 楡
 的
な
言
葉
 と
を
区
別
す
る
こ
と
 

が
で
 ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
中
間
に
あ
る
と
し
か
 言
，
ぇ
 
な
い
，
 」
と
も
あ
る
と
い
う
。
彼
が
聞
い
た
、
「
あ
る
人
々
は
 

ぅ
 イ
オ
ン
で
あ
る
」
が
そ
 

ぅ
 で
あ
る
。
あ
る
人
々
は
ラ
イ
オ
ン
に
変
身
し
、
ま
た
 -
 
フ
ィ
オ
ン
は
人
間
の
形
で
も
存
在
す
る
。
要
す
る
に
、
 

彼
 ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
 

を
あ
ら
ゆ
る
ラ
イ
オ
ン
か
ら
区
別
し
な
い
だ
け
の
こ
と
 で
あ
り
、
動
物
の
性
質
と
人
間
の
性
質
と
が
、
同
じ
生
物
 に
 共
存
す
る
こ
と
も
あ
 

（
 
り
 
@
 
）
 

り
う
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
、
と
リ
ー
ン
ハ
ー
ト
 は
 述
べ
る
 0
 デ
ィ
ン
カ
族
の
神
話
の
中
で
の
人
間
の
形
を
し
 た
 コ
ブ
ラ
と
関
連
し
 

さ
て
、
現
代
の
研
究
者
が
「
 A
 は
 B
 で
あ
る
」
と
い
っ
た
 同
一
視
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
加
え
て
い
る
か
、
簡
単
 に
見
て
お
き
た
い
。
 

今
、
触
れ
た
ば
か
り
の
、
ヌ
ー
 ァ
 族
で
の
「
双
子
は
鳥
 で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
す
で
に
古
典
的
と
さ
え
言
え
 る
 事
例
で
あ
る
。
 
こ
 

れ
に
つ
い
て
ビ
ー
テ
ィ
ー
は
、
「
非
西
欧
民
族
の
信
念
を
 

西
欧
の
 @
 語
に
翻
訳
す
る
時
、
そ
の
言
葉
は
し
ば
し
ば
 非
 ム
口
 
理
 的
で
あ
る
だ
け
で
 

な
く
、
無
意
味
で
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
 る
 。
・
 
;
L
 

か
し
そ
れ
は
双
子
と
鳥
と
い
う
二
つ
の
概
念
 の
間
の
類
比
的
な
 、
あ
 

（
 
6
 
1
 ）
 

（
 
5
 
l
 ）
 

る
い
は
詩
的
な
同
一
性
に
つ
い
て
の
言
明
で
あ
る
」
と
 注
 釈
す
る
。
エ
ヴ
ァ
ン
 ス
 Ⅱ
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
自
身
、
「
 
詩
 的
暗
楡
 」
（
 づ
 0
 の
（
～
の
 

日
 e
.
 

寸
ロ
 ブ
 0
q
 
）
と
し
て
取
扱
 う
 べ
 き
 だ
と
述
べ
て
い
る
。
 

口
 
3
U
 



レ
イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
ス
は
 、
こ
 

詳
細
に
批
判
的
に
吟
味
し
て
い
る
。
 

に
別
の
読
み
方
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
 

し
か
し
実
際
に
フ
ァ
ー
ス
が
、
た
 

っ
た
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
テ
ィ
コ
 
ピ
ア
 に
   

の
事
例
を
特
に
、
な
ぜ
ヌ
ー
 ァ
 族
が
、
あ
る
い
は
双
子
が
 鳥
を
食
べ
な
い
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
 

そ
の
事
柄
に
関
し
て
エ
ヴ
ァ
ン
ス
リ
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
が
 最
 初
に
負
っ
た
行
政
官
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
報
告
 

と
え
ば
単
純
化
す
る
と
「
あ
る
ク
ラ
ン
は
ヤ
ム
芋
で
あ
り
 、
 別
の
ク
ラ
ン
は
タ
ロ
芋
で
あ
る
」
と
い
 

お
 げ
る
 鳥
 、
野
菜
、
そ
れ
に
特
定
の
社
会
集
団
の
間
の
 同
一
視
を
分
析
す
る
時
、
エ
ヴ
ァ
ン
 ス
 Ⅱ
 プ
 

ヱ
 ヴ
ァ
ン
 
ス
 Ⅱ
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
 
壬
 
日
活
 
ノ
、
 「
す
べ
て
の
 ヌ
 １
ァ
 は
 、
す
べ
て
の
鳥
に
対
し
親
愛
の
情
を
抱
い
て
い
 る
 。
そ
し
て
鳥
を
害
 

し
な
い
。
そ
れ
ら
が
…
…
精
霊
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
 

神
 に
 愛
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
 に
 関
し
て
は
、
双
子
は
 

  

（
㏄
 
@
 
）
 

鳥
 で
あ
り
そ
れ
 放
 す
べ
て
の
双
子
は
鳥
を
尊
敬
す
る
と
 い
う
信
念
に
、
ヌ
ー
 ア
 は
影
響
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
 」
 

双
子
は
空
あ
る
い
は
上
の
人
（
 r
a
 
コ
コ
 ぽ
 い
巴
 
）
と
し
て
、
 
ま
た
神
の
子
（
 ぬ
曲
 
（
 ガ
毛
 。
 曲
 ）
と
し
て
語
ら
れ
、
ま
た
 鳥
 で
あ
る
と
も
言
わ
 

れ
て
い
る
。
鳥
は
空
に
あ
る
こ
と
か
ら
神
の
子
と
し
て
 分
類
さ
れ
、
双
子
は
そ
の
異
常
な
誕
生
の
故
に
神
の
子
な
 の
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
 

と
こ
ろ
で
ヌ
ー
ア
族
は
「
双
子
は
鳥
の
よ
う
だ
と
言
っ
 て
い
る
の
で
は
な
く
、
 
鳥
 だ
と
言
っ
て
い
る
」
の
だ
が
、
 

そ
れ
を
文
字
通
り
に
 

理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
ヌ
ー
 ア
 は
双
子
が
口
 
燐
 、
 羽
 毛
 等
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
日
常
的
な
関
 係
 に
お
い
て
双
子
を
鳥
 

と
し
て
語
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
彼
ら
が
あ
た
か
も
 鳥
 で
あ
る
か
の
よ
う
に
彼
ら
に
対
し
て
振
舞
う
の
で
も
な
い
 。
一
定
の
文
脈
に
お
い
 

て
そ
の
等
 置
 が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
異
な
る
理
由
に
 よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
双
子
と
鳥
は
共
に
、
精
霊
あ
る
 

は
神
に
関
わ
っ
て
 い
 

る
 。
こ
の
故
に
、
双
子
 が
 精
霊
あ
る
い
は
神
に
対
し
て
 持
っ
て
い
る
特
別
の
関
係
を
表
現
す
る
の
に
、
鳥
が
ふ
さ
 わ
し
い
シ
ン
ボ
ル
 
と
な
 

る
 。
神
に
対
し
て
双
子
と
鳥
は
類
似
し
た
関
係
を
持
つ
の
 で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
双
子
は
鳥
で
あ
る
」
と
い
 
ぅ
 命
題
は
、
双
子
、
鳥
、
 

神
、
 の
間
の
三
対
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
 う
に
、
エ
ヴ
ァ
ン
 ス
 Ⅱ
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
は
説
明
す
る
の
で
 あ
る
。
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庚梧 ，「 @ 什につⅠ 

は
 上
、
「
 

A
 は
 B
 で
あ
る
」
と
い
う
形
の
命
題
に
対
す
る
 

い
く
つ
か
の
解
釈
を
見
て
き
た
。
 

A
 と
 B
 と
の
結
び
つ
 

ぎ
が
た
と
え
ど
の
 

ょ
 

う
 に
奇
異
に
見
え
よ
う
と
、
そ
れ
自
体
は
矛
盾
で
は
な
 

い
 。
そ
れ
が
 
暗
楡
 
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
 

フ
ァ
ー
ス
の
言
う
よ
 

う
 に
「
・
・
・
：
も
あ
る
」
と
い
う
表
現
が
単
な
る
繋
辞
 

以
 上
 の
も
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
事
情
は
複
雑
で
あ
る
。
と
は
 

言
え
、
ど
の
よ
う
な
 

根
 

拠
 で
、
 
A
 は
 B
 で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
主
張
が
成
立
し
 

て
い
る
の
か
を
問
 

う
 こ
と
は
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
 れ
ぞ
れ
の
文
化
の
価
値
 

く
 体
系
が
、
当
然
に
も
問
題
に
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
 

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
同
一
視
を
可
能
に
し
 

た
 仮
定
、
前
提
を
そ
れ
ぞ
れ
 

一
レ
 

一
の
文
化
の
中
で
探
る
時
、
「
分
有
」
と
述
べ
る
だ
け
で
は
ほ
と
 

ヴ
ィ
。
ブ
 

リ
ュ
か
 
は
、
今
や
時
代
遅
れ
で
あ
る
け
れ
ど
も
 

 
 

 
 

 
 

と
レ
 
ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
リ
ュ
 

ル
 の
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
未
開
 

文
化
の
個
性
で
は
な
く
、
 

科
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リ
チ
ャ
ー
ド
の
問
題
の
取
扱
い
方
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
 レ
し
 
甘
口
，
え
よ
う
。
 

特
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
 A
 は
 B
 で
あ
る
」
と
い
っ
た
 同
一
視
の
舌
ロ
五
明
的
表
現
が
テ
ィ
コ
 

ピ
ア
 に
お
い
て
は
い
く
 つ
か
存
在
す
る
こ
と
 

で
あ
る
。
精
霊
 と
 諸
対
象
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
高
 5
 と
 
一
 、
あ
る
一
つ
の
種
類
の
関
係
、
 ニ
 、
指
示
す
る
も
 の
 、
三
、
具
現
、
四
、
 

支
配
関
係
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
 必
ず
し
も
精
霊
が
同
一
視
さ
れ
る
対
象
の
中
に
内
在
し
 て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
 

わ
 げ
で
は
な
い
。
鳥
も
野
菜
も
直
接
に
特
定
の
社
会
集
 団
 と
関
連
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
 つ
ま
り
、
特
定
の
社
会
 

集
団
と
儀
礼
的
地
位
関
係
を
持
っ
特
定
の
精
霊
の
 シ
ソ
 ボ
ル
 あ
る
い
は
具
体
化
と
し
て
、
鳥
と
野
菜
と
が
同
一
視
 さ
れ
る
、
と
フ
ァ
ー
ス
 

は
 説
明
す
る
の
で
あ
る
。
ヌ
ー
 ア
 に
お
い
て
は
、
双
子
と
 鳥
 と
の
神
秘
的
関
係
は
、
い
わ
ば
普
遍
的
 祈
 が
媒
介
し
 て
い
る
の
で
あ
る
が
、
 

テ
ィ
コ
 ピ
ア
 は
、
特
定
の
精
霊
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
 社
会
人
類
学
者
は
、
そ
の
相
違
を
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
構
 造
 に
関
連
さ
せ
て
説
明
 

 
 

す
る
で
あ
ろ
 5
 。
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
ー
ス
も
そ
の
一
人
で
 あ
る
。
 



例 た 

とが し ふ 、 

    可 
ヌ 面 ヴ   

l か 々 龍佳 

ア と、 珪土 主 Ⅱ ブ   と 

ア そ リ 

ザ の ュ 

の関 

わ 
ン 聞 か   

ケ， @ 目 

デ 族の 題は 、 お 
の 論 原   
事 理 始 て 

例 的 心 
を 分 性   
時 折 か   
妹 の ら " 。 刀 。 " 

教 
し可 て能 「 前 的 
ぃ 性 論 イ "" 口 一 一 

る を 理 念 
が 論 的 の 

、 じ 」 

こ た と 

こ 折 い 
論理 

  
で 究 ぅ ，珪 
は 着 時 
ァ に 徴 

格 
を 

ザ デ を 
ン ヴ 棄 

論ず 

デ イ て る 
だ ッ   研 
げ ド 末 開 に 

究 
者 

触 ク 人 ナ， し 

れ l の ち 
る ノく 矛 が、   登 

が に 場 
い 対 し 

る 死す て 

。 ） る   
彼 無 る 

は 関 の 

矛を「 " 已 
盾 否 

であ 

る 

」 定 
の し 

（
 
れ
 ）
 

理
論
を
構
築
し
ょ
う
と
す
る
儀
礼
 人
 と
し
て
未
開
大
を
 描
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
応
し
て
 、
科
学
的
命
題
の
テ
ス
 

ビ
ー
テ
ィ
ー
は
、
 

と
ほ
不
適
当
で
あ
る
 

明
 」
と
し
て
叙
述
 機
 

自
然
と
社
会
と
に
お
 

る
。
ビ
ー
テ
ィ
ー
と
 

礼
に
関
心
を
持
つ
の
 

ヒ
 ー
を
持
っ
た
体
系
 

い
は
思
考
の
様
式
と
 い

 わ
か
る
呪
術
宗
教
的
信
念
に
関
わ
る
命
題
が
 、
 真
で
あ
 る
か
偽
で
あ
る
か
、
テ
ス
ト
可
能
な
命
題
と
し
て
語
る
  
 

（
㌍
）
 

と
 言
 う
 。
そ
の
象
徴
的
要
素
、
表
現
的
要
素
を
分
析
す
 る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
信
念
が
「
 @
 
二
口
 

能
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
呪
術
 宗
 教
的
 信
念
の
叙
述
な
い
し
説
明
機
能
を
重
視
し
、
そ
れ
ら
 が
 

け
る
因
果
的
連
関
を
説
明
す
る
一
つ
の
理
論
体
系
を
構
 成
す
る
と
い
う
の
が
、
ロ
ビ
ン
・
ホ
ー
ト
ン
の
立
場
で
 
あ
 

ホ
ー
ト
ン
と
で
は
同
じ
ア
フ
リ
カ
ニ
ス
ト
だ
と
は
い
え
、
 

問
題
関
心
が
異
な
る
。
前
者
が
行
為
の
方
法
と
し
て
の
 儀
 

に
 対
し
、
後
者
は
、
思
考
の
方
法
と
し
て
の
原
始
世
界
観
 0
 分
析
に
集
中
す
る
。
し
か
も
そ
れ
を
構
造
と
 ヒ
ヱ
ラ
 レ
 
/
 

と
し
て
提
示
す
る
。
そ
れ
は
科
学
の
モ
デ
ル
に
似
た
理
論
 約
説
明
モ
デ
ル
な
の
で
あ
る
。
彼
は
原
始
世
界
観
、
 

あ
 る
 

し
て
の
原
始
心
性
を
、
前
科
学
的
段
階
に
あ
る
も
の
と
 位
 置
 づ
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
所
論
理
的
」
で
は
な
く
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学
的
思
考
と
対
比
さ
れ
る
思
考
様
式
一
般
の
、
基
本
的
 局
面
を
抽
出
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

 
  

 



原
 

的
な
論
理
学
の
中
に
は
な
い
。
し
か
し
、
真
、
偽
の
他
 に
 第
三
の
真
理
値
「
不
確
定
」
を
導
入
す
る
 二
 値
論
理
学
 に
お
い
て
は
、
成
立
し
 

 
 

    始 心性について 

い け 結 
な ; れ 論 る ば が 

ほ 下 な 田 
ど 確 ら た 

  
  
    
」 原 と で 

ない」 ロ 拒 ・（ 下 運上テ して 

下 ス 否 は 
U 卜 さ " 

㊥ 下 れ 後   
し な な 定 止 しコ げトよ カ Ⅹ 円ハ ⅠⅥ 材ト も 

妥 な か っ 

当 の か て 
な で ね 、 

あ ら 宜 

論証 とず、る 。 で、 

し 
て 

成   
立 み A 
す な は 
る さ 偽 
場 れ と 

は 
-- 

て な 
い ら 

般 な な 

1  (211) 

ヱ
ヴ
ァ
ソ
ス
 
Ⅱ
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
れ
ば
は
「
 も
し
士
の
る
田
刀
 

づ
 

が
ウ
 ィ
 ソ
 チ
（
妖
術
者
）
だ
と
わ
か
っ
た
な
ら
、
彼
の
  
 

さ
に
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
ウ
ィ
ッ
 チ
 で
あ
る
こ
と
は
 
明
 ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

ザ
ン
デ
 
の
ク
ラ
ソ
は
 
男
 系
 な
 

（
 
何
 
@
 ）
 

初
学
的
に
関
連
し
た
人
々
の
集
団
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
し
彼
ら
は
そ
の
結
論
を
受
げ
い
れ
な
い
。
」
 

こ
れ
が
問
題
状
況
で
あ
る
。
あ
る
男
が
 ウ
ィ
 ッ
チ
と
し
て
 疑
わ
れ
る
と
、
そ
の
男
の
死
後
、
検
屍
が
な
さ
れ
、
 

膓
 が
 

査
が
 肯
定
的
な
ら
ば
、
つ
ま
り
 妖
質
 が
見
出
さ
れ
る
と
、
 
や
は
り
ウ
ィ
ッ
 
チ
 で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

こ
 の
こ
 

が
 属
し
た
ク
ラ
ン
の
す
べ
て
の
人
も
ウ
ィ
ッ
 チ
 と
い
う
 
@
 
」
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
そ
 
う
 は
な
ら
 よ
、
 

力
し
 

っ
て
 妖
質
 が
見
出
さ
れ
な
い
な
ら
ば
「
彼
の
ク
ラ
ン
の
す
 べ
て
の
人
も
ウ
ィ
ッ
 
チ
 で
あ
る
は
ず
は
な
い
が
、
こ
れ
 も
そ
 

い
な
い
 0
 こ
れ
を
ク
ー
パ
 
一
は
、
 次
の
よ
う
に
定
式
化
す
 る
 。
 

（
 
1
 ）
ウ
ィ
ッ
 チ
 の
あ
ら
ゆ
る
生
物
学
的
親
族
 は
 ウ
ィ
ッ
 チ
 で
あ
る
。
 

（
 
2
 ）
も
し
（
 1
 ）
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
 
ザ
 ン
デ
 人
 は
 
（
 昔
 、
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
）
ウ
ィ
ッ
 チ
 で
あ
る
  
 

も
し
 A
 な
 

B
 

（
 
3
 ）
（
死
後
の
膓
の
検
査
に
よ
っ
て
）
す
べ
て
の
 
ザ
ン
 デ
 人
が
ウ
ィ
ッ
 
チ
 と
い
う
の
で
は
な
い
。
 

確
か
に
「
 A
 」
そ
し
て
「
 A
 な
ら
ば
 B
 」
は
前
件
肯
定
 式
 に
よ
っ
て
「
 B
 」
を
含
意
す
る
。
ま
た
テ
ス
ト
に
 よ
つ
 て
 ラ

ン
全
体
が
 、
ま
 

通
し
て
相
互
に
生
 

検
査
さ
れ
る
。
 検
 

と
に
よ
っ
て
 、
彼
 

ま
た
検
屍
に
よ
 

う
は
考
え
ら
れ
て
 

A
 

ら
ば
 B
 

で
な
い
 

B
 で
な
い
と
い
う
 



ぅ
る
 。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
伝
統
的
論
理
学
で
い
う
同
一
律
 、
矛
盾
律
、
排
中
律
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 た
 だ
そ
れ
ら
が
常
に
真
な
 

の
で
は
な
く
不
確
定
な
場
合
も
存
す
る
こ
と
、
ま
た
矛
盾
 も
 必
ず
し
も
偽
で
は
な
い
こ
と
を
含
ん
で
い
ろ
。
量
子
 力
学
的
現
象
に
与
え
 ろ
 

 
 

ね
 た
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
解
釈
、
な
ら
び
彼
に
の
三
個
 論
理
学
に
つ
い
て
の
説
明
は
省
略
す
る
。
 

こ
う
し
て
ク
ー
パ
ー
は
、
テ
ス
ト
が
不
可
能
で
検
証
で
ぎ
 な
い
所
で
は
、
不
確
定
と
い
う
真
理
値
が
採
用
さ
れ
て
 い
る
と
考
え
ら
れ
る
 

と
 主
張
す
る
。
そ
こ
に
矛
盾
へ
の
無
関
心
が
あ
る
か
ら
 で
あ
る
。
も
し
「
 A
 そ
し
て
 A
 で
な
い
」
と
い
う
矛
盾
を
 、
 真
と
し
て
受
 け
い
 れ
 

も
せ
ず
、
 偽
 と
し
て
も
拒
否
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
 本
当
に
「
矛
盾
に
対
す
る
無
関
心
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
以
上
の
彼
の
議
論
の
中
に
は
弱
点
が
あ
る
。
 A
 「
ウ
ィ
ッ
 チ
 の
あ
ら
ゆ
る
生
物
学
的
親
族
は
ウ
ィ
 "
 チ
 で
あ
る
」
を
、
原
理
 

上
 テ
ス
ト
不
可
能
だ
と
彼
は
見
な
し
て
、
「
検
証
と
反
証
 

 
 

称
 命
題
で
あ
る
か
ら
 検
 

証
 不
可
能
だ
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
故
、
原
理
上
、
反
証
 可
能
で
あ
る
。
 A
 の
矛
盾
命
題
「
あ
る
ウ
ィ
ッ
 チ
 の
生
物
 学
的
親
族
は
ウ
ィ
ッ
 チ
 

で
は
な
い
」
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
実
際
、
「
 
A
 で
な
い
」
は
、
検
屍
に
よ
っ
て
検
証
可
能
で
あ
り
、
 
ザ
 ン
デ
人
に
よ
っ
て
 真
 

と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
よ
い
。
サ
ル
モ
ン
女
史
 が
 批
判
す
る
 よ
う
 に
、
綿
密
な
吟
味
に
基
づ
け
ば
、
 A
 は
 ザ
 ン
デ
人
に
 偽
 と
し
て
 

み
な
さ
れ
て
い
 る
 よ
 う
 で
あ
る
 

@
 
O
 
（
 
0
 
3
 
 

）
 ザ
ソ
デ
 人
は
、
す
で
に
 知
ら
れ
て
い
る
「
ウ
ィ
ッ
 チ
 の
近
い
父
方
血
族
の
み
を
 ウ
ィ
ッ
 チ
 と
み
な
し
て
 

い
る
」
（
 

3
 
 

l
 ）
 こ
と
か
ら
、
 妖
 質
は
非
常
に
近
い
血
族
に
し
か
 油
 
退
伍
 し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ル
モ
ン
が
指
摘
す
る
よ
 5
 に
、
 妖
質
は
 ウ
ィ
ッ
 

チ
 で
あ
る
こ
と
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
は
 な
い
の
で
あ
ろ
う
。
 

ク
ー
パ
ー
の
議
論
は
性
急
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
だ
げ
に
 多
 く
 批
判
を
呼
ぶ
の
だ
が
、
と
も
か
く
彼
の
見
解
は
重
要
 な
 含
み
を
持
っ
。
 彼
 

は
 「
呪
術
宗
教
的
思
考
に
お
い
て
様
々
の
命
題
が
未
開
 人
 に
よ
っ
て
テ
ス
 ト
 不
可
能
だ
と
取
扱
わ
れ
て
し
る
」
 

へ
，
、
 
（
 
2
 
3
 
 

）
 と
 言

う
。
彼
の
言
う
「
 不
 

確
定
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
不
確
定
な
命
題
を
信
 ず
 る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 

彼
は
述
べ
る
。
命
題
 X
 を
信
ず
る
と
ほ
 、
 必
ず
し
も
 X
 が
 真
だ
と
思
 う
 と
い
う
意
味
と
は
限
ら
な
い
。
信
頼
す
る
 、
支
持
す
る
、
気
が
 

(212)  92 



原始心性に   ついて 

と
こ
ろ
で
不
確
定
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
サ
ル
モ
ン
は
 そ
れ
を
「
決
し
て
検
証
さ
れ
た
り
反
証
さ
れ
た
り
し
な
い
 で
あ
ろ
う
こ
と
」
（
 

3
 
 

5
 ）
 と
 

規
定
す
る
。
こ
れ
は
呪
術
宗
教
信
念
、
言
明
に
真
理
値
 が
 割
り
当
て
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
 も
し
そ
う
な
ら
ば
、
 論
 

理
的
 整
合
性
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
 0
 実
 際
 、
宗
教
的
体
系
は
内
的
整
合
性
を
一
つ
の
要
件
と
み
な
 す
の
で
あ
る
。
し
か
し
 

そ
こ
で
の
「
 真
 」
 ほ
 「
経
験
的
テ
ス
ト
を
通
る
こ
と
」
と
 同
じ
で
 は
 な
い
。
あ
る
言
明
が
 暗
楡
的
 だ
と
言
わ
れ
て
 も
 、
そ
れ
は
真
で
も
 偽
 

で
も
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
 0
 事
実
上
の
真
で
は
な
い
 が
暗
楡
 的
に
真
で
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
あ
る
神
秘
的
 宗
 教
 的
な
思
考
様
式
は
 、
 

整
合
性
へ
の
要
求
を
あ
か
ら
さ
ま
に
「
拒
否
」
す
る
が
、
 そ
れ
は
「
真
の
意
味
」
を
見
出
す
た
め
で
あ
り
、
ま
た
 拒
否
す
る
た
め
に
は
、
 

拒
否
さ
れ
る
論
理
規
則
の
明
白
理
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
矛
盾
へ
の
関
心
の
欠
如
、
あ
る
い
は
無
関
心
で
は
 な
く
、
そ
の
関
心
の
 

「
拒
否
」
で
あ
る
。
サ
ル
モ
ン
は
こ
う
主
張
す
る
。
こ
れ
 を
も
っ
と
整
理
し
た
形
で
サ
ウ
ス
 ワ
レ
ド
ま
 

観
ノ
寺
 

提
出
す
 -
6
 
）
 
o
 

宗
教
的
教
義
は
実
際
、
通
常
は
反
証
不
可
能
、
経
験
的
 に
 不
確
定
な
の
で
あ
る
。
そ
の
真
は
、
事
実
的
な
も
の
で
 な
く
、
象
徴
的
に
真
 

な
の
で
あ
る
。
ま
た
諸
教
義
は
信
者
に
と
っ
て
疑
う
こ
 と
の
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
公
理
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
 
「
象
徴
的
真
理
は
 
、
ま
 

（
 
目
 
@
 ）
 

た
そ
れ
ら
を
真
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
て
 集
 団
 的
な
も
の
で
あ
る
」
と
、
宗
教
的
教
義
を
四
つ
の
局
面
 か
ら
考
察
す
る
。
 

こ
れ
は
次
の
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
 リ
ュ
ル
 の
三
口
薬
 
仁
 関
連
す
る
で
 あ
ろ
う
。
「
我
々
は
経
験
と
信
念
と
の
整
然
と
し
た
 定
 義
を
持
っ
て
い
る
が
、
 

 
 
 
 

そ
れ
は
混
同
が
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
強
く
 そ
れ
ら
の
間
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
し
（
 

8
 
3
 
 

）
 し
、
「
我
々
の
 社
会
に
お
い
て
定
義
さ
㏄
 

れ
る
よ
う
な
経
験
の
概
念
を
持
た
な
い
多
く
の
社
会
に
 

 
 

的
に
真
と
考
え
る
、
 象
 
9
 

（
 
4
@
 

が
追
求
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
 

お
 げ
な
い
等
の
場
合
も
あ
る
。
「
信
ず
る
」
の
翻
訳
は
 

に
 対
す
る
論
理
的
分
析
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
問
題
は
 、
 

義
 的
に
可
能
な
も
の
で
は
な
い
、
と
し
 

、
 ぅ
 の
で
あ
る
。
 

。
（
 

3
 
3
 

）
 こ
 @
 
」
に
至
れ
。
は
、
矛
盾
 

信
念
そ
れ
自
体
の
性
格
を
め
ぐ
る
問
題
と
な
る
。
こ
れ
 

は
 ロ
ド
ニ
ー
，
ニ
ー
ダ
ム
 



さ
て
、
「
超
自
然
的
な
も
の
の
感
情
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
 
お
い
て
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
、
神
々
、
精
麦
一
五
、
 

死
 霊
な
ど
超
自
然
的
な
 

も
の
、
見
え
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
の
表
象
を
統
一
的
に
 認
識
す
る
た
め
の
原
理
、
す
な
わ
ち
表
象
の
統
一
原
理
の
 こ
と
で
あ
る
。
も
ち
 ろ
 

ん
こ
の
概
念
は
、
発
達
心
理
学
等
で
い
う
「
感
情
的
認
識
 」
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
知
覚
、
表
象
、
思
考
が
未
 閑
人
に
あ
っ
て
は
一
般
 

的
に
未
分
化
で
複
合
的
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
、
も
う
 彼
 ほ
し
な
い
。
少
な
く
と
も
彼
に
と
っ
て
 、
 見
え
ざ
る
も
 の
の
表
象
は
、
そ
れ
ら
 

の
間
に
ど
の
よ
う
な
構
造
も
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
も
な
い
と
い
 ぅ
 意
味
で
、
輪
郭
が
 暖
昧
で
 不
明
確
な
の
で
あ
る
。
 し
 か
し
反
っ
て
、
こ
の
 木
 

明
確
と
い
う
性
格
が
、
そ
れ
ら
が
 惹
き
 起
こ
す
感
情
、
多
 く
は
恐
怖
を
強
め
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
は
、
人
聞
が
 超
自
然
的
な
も
の
の
力
 

レ
 ヴ
ィ
。
ブ
リ
 

な
る
神
秘
的
経
験
 

さ
ら
に
こ
れ
は
伝
 

う
様
相
よ
り
も
、
 

の
仁
ヘ
 

コ
リ
 
叶
仁
 
Ⅰ
 
e
 Ⅰ
）
 
と
 

彼
の
議
論
を
吟
味
 ュ

ル
 の
「
分
有
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
未
開
 人
 が
非
常
 に
 特
殊
な
命
題
を
受
げ
い
れ
る
の
か
、
我
々
の
経
験
と
 は
異
 

を
す
る
の
か
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 彼
 に
ょ
 れ
ば
「
分
有
」
は
現
象
の
因
果
的
連
関
の
外
に
あ
 り
、
 

統
的
 信
念
で
あ
っ
て
、
思
惟
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
む
 し
ろ
、
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
 所
 論
理
的
 と
い
 

そ
の
感
情
的
要
素
を
強
調
す
る
時
、
「
超
自
然
的
な
も
の
 の
 感
情
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
（
の
が
額
の
 
0
q
 
げ
 
P
 由
 。
 ゑ
ぎ
 の
 
口
口
 

し
う
概
念
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
 

仇
、
 

：
 、
 

。
 
（
 
0
-
 

0
 こ
こ
で
「
原
始
、
心
 性
 」
の
問
題
点
を
総
括
す
る
た
め
に
、
そ
の
概
念
を
め
 ぐ
る
 

す
る
の
は
無
益
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

一 一 一 

  
げ 的 
る に 

経 真 
験 と 

と 考 
信 一 目 ， え 

念 と、 る 

の こ 

関 の 
連 雨 
0 者 
問 を 
題 「 

  
新 る 

た し 」 
な と 

招 い 
準 う 

を 言 

与 葉 
" え が " 

る 表 
で、 現 
あ す 
る る 
ぅ の 
  力， し 

と 

し 

ナ， し 

ら、 

  
ヴ 。 
  
  
  
  
  
  
の 
  
@ 
原 

始心 

性 
ケア し 
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原始心性に 

ら
な
い
。
 

ま
さ
に
集
合
表
象
は
様
々
の
人
間
の
欲
求
に
答
え
る
も
 

の
で
あ
り
、
な
じ
み
の
な
い
、
異
常
な
も
の
を
処
理
す
る
 

た
め
の
一
般
化
さ
れ
 

た
 戦
略
と
し
て
位
置
 あ
ろ
う
。
。
 

つ
 げ
ら
れ
る
も
の
 
て
 

O
-
2
 

@
 
 

）
 ま
た
 集
合
表
象
は
、
個
人
的
思
考
よ
り
も
よ
り
原
始
的
な
形
 

で
、
・
つ
ま
り
儀
礼
的
立
 
95  (215) 

な
い
 0
 し
か
し
、
何
か
常
な
ら
ざ
る
、
思
い
が
げ
な
 い
、
 異
常
な
も
の
ご
と
に
出
合
っ
た
時
、
よ
り
具
体
的
に
は
 不
幸
と
か
災
難
に
直
面
 

し
た
時
、
あ
の
「
感
情
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
働
き
、
 未
 閑
人
は
因
果
関
係
に
無
関
心
に
な
る
…
：
と
、
こ
の
よ
 う
 に
 彼
は
議
論
を
進
め
る
 

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
無
関
心
は
文
字
通
り
の
 無
 関
心
な
の
で
は
な
い
。
二
次
的
原
因
の
無
視
と
彼
が
述
 べ
る
も
の
で
あ
る
。
 た
 

と
え
ば
、
不
幸
・
災
難
を
偶
然
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
 、
あ
く
ま
で
も
説
明
し
尽
そ
う
と
す
る
心
的
態
度
で
あ
 る
 。
原
始
心
性
は
 、
異
 

常
な
る
も
の
が
問
題
で
あ
る
時
、
因
果
性
の
法
則
あ
る
 い
は
原
因
・
結
果
と
い
う
必
然
的
な
規
則
性
、
つ
ま
り
 二
 沈
約
原
因
と
そ
の
結
果
 

の
 連
鎖
に
は
ま
 ヴ
 た
く
関
心
を
示
さ
な
い
。
見
え
ざ
る
 力
 は
 自
然
に
お
け
る
現
象
の
継
起
、
連
続
に
干
渉
し
 、
そ
 の
 規
則
的
な
運
行
を
妨
 

害
し
 ぅ
 る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
え
ざ
る
力
の
現
わ
れ
、
 超
自
然
的
な
も
の
の
徴
し
が
、
彼
の
言
 う
 第
一
次
原
因
 で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

小
異
常
な
る
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
、
む
し
ろ
こ
の
 
第
一
次
原
因
を
確
定
し
ょ
う
と
す
る
、
こ
れ
が
因
果
関
 係
 に
対
す
る
無
関
心
に
他
 な
 

さ ヰ @ し 

れ も   直 
る ち 原 の の 面 

。 ろ 始 仕 女 し 
ナ， Ⅰ 脈で 、たと ん 心性 界に 時 

え 未 は 属 問 ケ @ し 

技 開 こ す 題 
術 人 の 時 に 

取 
る 

的 に 経 に し ，心 
待 と 験 は ぅ 的 
為 っ あ 捷 る ぬ恕 

め て る 出 の 度 
を 

而 に もいさは " はれ " 要 
約 
す 

め 

の概 

念 ，   であ 

  
ナ、 Ⅰ である があっ Ⅰ 力 に規則 因果的 の 

であ 

る 

  
連 ら あ 的 
鎮 め る 径 間 

、 技 。 験 題   あ に 
則 の る な 
性 分 い つ 

が 野 は て 
生 ，、 、 、 で ，   
祝 は 用 る 

さ @ 」 がミ 原 
れ れ 問 因 
る が 題 が主 

こ 重 で、 神 私的 ある 



生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
媒
介
項
を
入
れ
て
説
明
し
て
 い
る
が
、
自
分
が
調
査
し
た
限
り
で
は
、
少
な
 

で
は
毒
質
と
い
う
観
念
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ず
に
、
首
狩
 を
 原
因
、
繁
栄
を
結
果
と
し
て
捉
え
て
い
る
 

ニ
ー
ダ
ム
は
、
研
究
者
た
ち
が
物
理
学
の
イ
デ
ィ
オ
ム
を
 用
い
て
説
明
し
た
の
だ
と
舌
ロ
 
う
 。
 レ
 ヴ
ィ
 

哲
学
的
イ
デ
ィ
オ
ム
、
科
学
的
イ
デ
ィ
オ
ム
を
使
用
し
 て
 未
開
人
の
思
考
様
式
を
説
明
す
る
こ
と
を
 戒
 

様
式
を
理
解
可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
 女
 脈
 に
沿
っ
て
吟
味
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
 

モ
デ
ル
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
こ
に
至
れ
ば
当
然
、
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
リ
ュ
ル
目
 身
の
因
果
性
把
握
の
様
式
が
問
わ
れ
ね
ば
 く

と
も
ト
ラ
ジ
ャ
 
族
 、
ケ
ニ
ャ
 
族
 

（
 
5
 ）
 

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

n
 ブ
リ
ュ
 
か
 も
 、
 我
々
が
我
々
の
 

（
 
6
0
 

4
 
片
 
）
 

め
て
い
る
。
し
か
し
異
質
な
思
考
 

て
 、
結
局
は
研
究
者
の
方
で
分
析
 

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

を族 一 、 レ 
的 は ル 関 ル 脈 
な 同 」 心 と に 

言 ケ ヴ   適 じ で に な お 
で ， ニ ィ 応 で は お り か 
述 ヤ Ⅱ 

べ 族 ブ 
め る 強 い う て 
様 る 調 て る 制 

る の り 式 。 さ 常 も 度 
な 首 ュ に こ れ 識 の 的 
ら 狩 ル 他 こ る を で   な 

な で 局 補 っ 形 
ばほ 、 閑事 の 
首 す 例   
狩 る て， い 因 大 い 。 取 
が も は と 果 い る れ理 っ 

其 の な い 性 に 」）論 て 
同 で い う に 異 と 的 再 
体 あ が こ 射 な い で 浮 
ほ ろ 、 と す る り デ 上 

で る が こ ル す   
る も 。 伝 も 

も 経 レ 統 し 

の 験 ヴ 約 れ 
は 的 ィ 宗 な 

、 偲 。 Ⅱ 教 いあ 

日者 常、 ブ的 り理と 。 ） 

的 常 ュ 論 こ 

文 哉 か は ろ   
は 考 感 に ホ 

      
ト ダ   る 識 力 象 ソ 

、 明 テ な に 
斯 の ゴ 予 よ 

た つ り 測 れ 
な か l し ば 

    
状 の ホ 制 は 
況 を f す 理 
に 処 ト る 論   対 理 ン と 的 
す す の ぃ 説 

- の う る る 「 ぅ 明 
種 概 ジ 制 点 そ そ そ 
の 要 ャ 皮 で デ の デ 
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ぃ
 

は
な
か
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
感
情
的
要
素
を
強
調
 し
よ
う
と
、
一
度
、
因
果
性
、
原
因
な
ど
の
言
葉
を
使
う
 以
上
、
す
で
に
一
定
の
偏
り
 

つ
 

牡
を
以
 っ
て
、
問
題
と
す
る
現
象
の
解
釈
に
当
た
っ
 て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

し
て
認
め
な
い
言
葉
、
概
念
を
用
い
て
研
究
を
押
し
進
め
 る
こ
と
は
、
役
に
立
た
な
い
 
 
 

9
7
 

原
 

と
い
う
よ
り
も
悪
い
こ
と
だ
と
断
言
す
る
。
人
類
学
と
 し
て
あ
る
べ
き
一
つ
の
方
法
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
局
の
 と
こ
ろ
ビ
ー
テ
ィ
ー
の
 

の
 
「
超
自
然
的
な
も
の
の
感
情
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
か
ら
、
 

彼
の
因
果
性
把
握
ま
で
を
簡
単
に
吟
味
し
た
の
は
、
 彼
 の
 批
判
を
試
る
た
め
で
 

て
 

も
し
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
リ
ュ
 
ル
 が
、
科
学
と
い
う
も
の
は
 先
 付
 す
る
諸
原
因
と
そ
れ
に
継
起
す
る
結
果
と
い
う
 よ
う
 に
 直
線
的
に
因
果
性
を
 

捉
え
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
 正
確
な
言
い
方
で
は
な
い
。
ポ
パ
ー
風
に
 @
 え
ば
、
あ
る
 事
象
は
普
遍
法
則
と
の
 

関
連
に
お
い
て
の
み
、
他
の
事
象
の
原
因
あ
る
い
は
 結
 果
 と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
場
合
、
超
 
自
然
的
な
も
の
の
徴
し
 

が
 、
第
一
次
原
因
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
言
い
換
え
 る
と
、
超
自
然
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
信
念
が
、
普
遍
法
則
 、
あ
る
い
は
「
仮
説
的
 

必
然
」
の
仮
説
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
次
的
 原
因
の
連
鎖
は
、
そ
れ
故
、
初
期
条
件
を
含
め
た
条
件
 群
 な
の
で
あ
ろ
う
。
因
果
 

関
係
に
対
す
る
無
関
心
と
い
う
の
は
、
こ
の
条
件
 
群
に
 対
す
る
配
慮
が
な
い
と
い
 5
 
こ
と
で
あ
ろ
う
。
条
件
 群
 に
 無
関
心
と
い
う
こ
と
 

が
、
 始
め
か
ら
具
体
的
場
面
で
仮
説
を
テ
ス
ト
す
る
こ
 と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
っ
た
が
る
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
 に
 、
ニ
ー
ダ
ム
が
批
判
 

し
た
 ク
ロ
イ
ト
の
雪
質
、
つ
ま
り
原
因
と
結
果
と
の
 媒
 今
頃
 は
 、
こ
の
よ
う
な
説
明
原
理
、
普
遍
法
則
の
中
に
 
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
 

ら
ノ
 
。
 

結
語
 

不
十
分
で
は
あ
る
が
、
原
始
心
性
に
お
け
る
同
一
視
を
 中
心
に
し
て
問
題
点
を
整
理
し
て
き
た
。
ま
た
前
章
で
、
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
リ
ュ
 
ル
 



の
た
め
の
最
低
の
準
備
は
、
吟
味
す
る
我
々
の
方
の
 、
分
 析
 の
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
思
考
様
式
も
同
時
に
客
観
 化
 、
対
象
化
す
る
こ
と
 

で
あ
ろ
う
。
「
比
較
認
識
論
を
倉
 

し
た
」
Ⅰ
（
 

始
 

-
8
 

4
 
 

）
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
 フ
 リ

ュ
ル
 の
偉
大
さ
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
把
握
し
て
い
 た
こ
と
に
あ
る
。
彼
の
 

説
明
は
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
 「
原
始
心
性
」
な
る
概
念
を
呈
示
し
た
こ
と
は
、
異
な
 る
 思
考
様
式
を
問
題
と
 

し
て
選
択
す
る
と
同
時
に
 、
 我
々
の
常
識
的
思
考
、
宗
教
 的
 思
考
そ
し
て
科
学
的
思
考
を
も
反
省
、
考
察
せ
ざ
る
 を
 得
な
い
状
況
の
中
に
 

自
ら
を
置
い
た
こ
と
を
め
旦
日
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
 
我
々
が
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
 リ
ュ
ル
 の
跡
を
追
お
 う
 と
す
る
の
な
 ら
 、
原
始
心
性
の
み
な
 

る
ず
 、
そ
れ
を
分
析
す
る
科
学
的
思
考
を
も
相
対
化
し
て
 捉
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
人
間
 の
 思
考
の
持
つ
可
能
性
 

を
 問
い
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

主
 
@
 

（
Ⅰ
）
Ⅰ
 
ホ
セ
 
Ⅱ
・
 
切
 Ⅰ
 
目
甘
 
P
,
 

Ⅰ
・
 

ト
ゆ
 
Ⅰ
 
0
.
 
Ⅰ
 0
 
㏄
 ヰ
 
0
 
臣
り
ヱ
 

0
 
ロ
 ヨ
 0
 
コ
 田
り
ト
 

e
 
の
 宙
い
コ
 

の
）
 
0
 
の
㏄
 
0
 
ぃ
 
-
 
ホ
仔
 
ひ
の
 
-
 
コ
 
Ⅰ
 
ホ
コ
 
の
 
仁
 Ⅰ
 
0
 
の
・
巾
の
Ⅰ
 

田
 @
 臣
 -
 
い
 
り
さ
・
 

づ
 ・
 田
 山
田
吉
彦
 訳
ョ
 未
開
 社
 

会
の
思
惟
 ヒ
上
 
岩
波
書
店
一
九
四
八
年
二
一
頁
。
 

（
 
2
 ）
す
で
に
「
原
始
心
性
」
 
尖
 宗
教
学
辞
典
し
東
大
出
版
会
 一
八
八
 
@
 九
頁
）
に
お
い
て
、
一
応
の
整
理
は
行
な
っ
た
。
 

論
述
に
お
け
る
重
複
を
 

避
け
る
 よ
う
 心
が
げ
た
っ
も
り
で
あ
る
。
 

（
 
3
 ）
己
か
 
4
 ）
，
 
㏄
「
 
廷
ゴ
 
-
.
r
.
P
 

の
 P
O
.
O
b
.
 

ユ
 （
：
や
・
 

P
 
の
同
調
 童
 
日
 三
三
頁
。
 

（
 
4
 ）
）
 ヴ
 @
 
口
 ・
や
ま
同
訳
書
九
五
頁
。
 

（
 
5
 ）
 宇
ミ
 ・
 ヮ
ま
 
同
訳
書
九
五
頁
。
 

言
う
よ
う
に
「
彼
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
い
や
し
く
も
 理
 解
 可
能
な
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
我
々
の
も
の
に
よ
っ
 て
 理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
 

 
 

し
 我
々
が
意
識
し
て
か
、
し
な
い
で
か
、
説
明
モ
デ
ル
を
 我
々
の
知
的
活
動
の
他
 

0
 分
野
か
ら
借
り
て
問
題
の
事
象
に
当
り
、
も
っ
と
も
ら
 し
い
説
明
に
一
応
、
成
功
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
 自
体
は
決
し
て
方
法
を
 

正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
し
も
リ
ア
ル
な
も
 の
を
我
々
が
把
握
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
我
々
が
な
 し
う
る
方
法
の
正
当
化
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n
u
 臣
 O
 
の
 巴
ら
 p
q
O
 す
 、
 0
 由
閃
 あ
日
Ⅱ
卜
定
Ⅱ
 円
ぺ
 

中
 出
目
口
 卜
 ㌧
 下
 乞
目
の
し
 毛
坤
ぺ
 

ロ
 ・
 ロ
い
 Ⅱ
 ぎ
，
 Ⅰ
の
 田
 
り
の
 
ロ
 ・
 ト
の
 
Ⅱ
 の
 

%
 

木
艶
人
 

無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
国
外
 に
お
い
 

て
も
若
干
の
も
の
が
目
に
と
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
ぎ
た
。
し
か
 し
 、
そ
の
 

宗
教
社
会
学
的
な
研
究
と
な
る
と
、
国
内
も
含
め
て
皆
無
に
近
 い
と
い
っ
 

て
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
そ
の
点
だ
げ
か
ら
 み
て
も
、
 

無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
最
初
の
宗
教
社
会
学
的
な
 研
究
 圭
 白
で
 

あ
る
。
 

著
者
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ナ
ポ
リ
出
身
で
一
九
二
八
年
生
れ
。
 カ
 ル
フ
オ
 

ル
ニ
ア
大
学
（
バ
ー
ク
レ
イ
）
に
学
び
、
同
大
学
で
一
九
七
一
 年
に
 

・
 
-
 
円
す
 
0
 
 
目
ロ
 ガ
 Ⅱ
。
ガ
リ
片
目
。
 

づ
 。
づ
目
。
 

コ
 ヰ
日
Ⅰ
の
 
で
 が
 ヲ
 @
 毛
の
の
目
の
Ⅱ
 

コ
 の
す
Ⅱ
 

@
 
の
ヱ
 
が
 コ
ご
 
Ⅱ
 

臣
串
 ）
 
燵
づ
曲
コ
 

の
の
の
の
 

u
l
 

（
 
目
目
 左
の
 
コ
 （
 
@
 
モ
 ・
，
な
る
論
文
を
提
出
す
 る
こ
と
に
 

よ
り
学
位
を
え
て
い
る
。
指
導
教
授
は
べ
 ラ
 １
 %
 。
 ヴ
 
0
%
 之
 
㏄
の
）
 

P
p
 

二
）
 

で
あ
り
、
ま
た
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
イ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
 の
 ハ
ウ
 ズ
 

教
授
（
）
ミ
日
出
。
 
毛
臼
 ）
か
ら
も
多
大
の
助
言
を
仰
い
で
い
る
 0
 
 
。
 
へ
 @
7
 
｜
 

は
 周
知
の
よ
う
に
日
本
の
宗
教
に
も
造
詣
の
深
い
宗
教
社
会
学
 
者
で
あ
 

重目 

" 臣 - 目 平 " 

と 

ぃ結 

介 

り
 、
ハ
ウ
 ズ
 は
外
国
人
学
者
と
し
て
は
内
村
鑑
三
研
究
の
第
一
 八
者
で
あ
 

る
 。
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
社
会
学
的
研
究
を
志
す
 著
者
に
と
℡
 

の
ア
ル
バ
ー
タ
大
学
の
社
会
学
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
上
な
い
二
人
の
指
導
者
を
え
た
と
い
っ
て
 

る
ぅ
 。
著
者
は
現
在
、
 ヵ
ナ
ダ
 

(
2
2
2
)
 

 
  
  
  
 

な
し
て
い
る
。
右
の
論
文
の
調
査
研
究
の
た
め
に
、
一
九
六
八
 年
 、
一
九
 

セ
 一
年
、
一
九
 セ
 五
年
と
度
々
来
日
し
て
い
る
が
、
今
二
九
 
八
 0
 年
七
 

月
 ）
ま
た
筑
波
大
学
の
客
員
教
授
と
し
て
来
日
中
で
あ
る
。
 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
は
 、
 実
は
 、
 一
九
七
 

八
年
に
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
「
内
村
鑑
三
 と
 無
教
会
日
の
題
 名
 で
出
版
 

（
新
教
出
版
社
）
さ
れ
て
い
る
。
英
文
で
書
か
れ
た
原
論
文
の
印
 別
 に
先
 

だ
ち
、
翻
訳
の
方
が
出
版
さ
れ
た
わ
げ
で
、
例
外
的
な
こ
と
で
 あ
る
。
 英
 

語
版
の
方
は
、
若
干
の
訂
正
や
追
加
が
な
さ
れ
、
一
年
遅
れ
の
 
一
九
七
九
 

年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ブ
リ
ル
社
か
ら
、
社
会
学
お
よ
び
人
類
学
の
 モ
ノ
 グ
ラ
 

フ
 第
一
五
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
英
語
版
と
日
本
語
訳
本
と
 を
 比
較
し
 

て
 明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
の
は
、
前
者
に
 
ビ
 5 目
生
日
せ
 
p
 0
 甘
 （
 
@
 
の
ヱ
 

㏄
三
モ
（
神
の
幕
屋
）
の
一
章
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
  
 

無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
あ
る
い
は
思
想
的
な
研
究
 な
ら
と
 

も
か
く
、
そ
の
宗
教
社
会
学
的
な
研
究
は
、
対
象
の
名
か
ら
し
 て
 無
教
会
 

主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
今
日
 、
そ
の
 実
 

全
数
や
出
席
者
数
を
は
じ
め
と
す
る
実
態
は
、
も
っ
と
も
把
握
 し
が
た
い
 

宗
教
集
団
に
数
え
ら
れ
る
。
著
者
は
、
そ
れ
に
し
て
は
、
主
要
 な
 無
教
会
 

主
義
キ
リ
ス
ト
教
に
属
す
る
集
会
と
指
導
者
と
を
よ
く
お
さ
え
 、
イ
ン
タ
 

ピ
ュ
ー
 や
ア
ソ
 ケ
ー
ト
な
ど
に
よ
っ
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
 そ
 の
 意
識
 や
 

実
態
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
ア
ン
ケ
ー
ト
と
い
う
と
、
ま
た
も
量
的
な
表
 面
的
研
 

究
を
連
想
し
が
ち
で
あ
る
が
、
著
者
の
方
法
の
特
徴
は
、
従
来
  
 

宗
教
社
会
学
の
定
石
で
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
教
会
と
結
合
し
 た
 制
度
的
 

な
 面
に
よ
る
研
究
に
懐
疑
的
で
あ
る
点
で
あ
る
。
教
会
へ
の
 出
 席
率
や
献
 

金
の
額
で
宗
教
性
を
と
ら
え
る
方
法
が
、
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
 ト
 教
の
研
 

究
 に
あ
た
っ
て
は
、
著
者
は
ま
っ
た
く
妥
当
し
な
い
と
す
る
。
 そ
れ
が
、
 

た
だ
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
 ば
か
 
り
で
な
 

く
 、
日
本
の
宗
教
全
体
の
研
究
に
も
適
用
さ
れ
る
と
み
る
点
が
 、
著
者
の
 

結
論
に
も
通
ず
る
方
法
的
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
 

は
 
「
理
解
 

（
 
づ
の
 
「
の
（
の
 

す
 の
 コ
 ）
」
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
  
 

究
 対
象
と
な
る
宗
教
や
文
化
の
性
格
に
よ
っ
て
、
欧
米
的
な
音
 ゅ
 
味
で
の
 

「
客
観
的
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
き
反
省
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
 は
 一
読
に
 

あ
た
い
す
る
。
 

無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
日
本
に
お
け
る
 自
発
的
 

な
 土
着
化
と
み
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
文
化
的
な
特
徴
を
も
 探
 ら
ん
と
し
 

て
い
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
「
 "
 霊
的
 "
 日
本
と
 "
 物
質
主
義
的
 "
 西
洋
キ
 リ
 

ス
ト
 教
 」
の
こ
と
の
語
ら
れ
て
い
る
 馨
丑
 早
の
終
り
か
ら
第
四
 土
車
 
@
 第
 -
 
ハ
 

章
 ま
で
が
興
味
深
い
。
「
 誠
 」
を
重
ん
ず
る
態
度
、
無
教
会
主
 義
 キ
リ
ス
 

ト
 教
の
集
会
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
先
生
」
に
つ
い
て
の
見
方
 に
 、
そ
れ
 

は
 表
れ
て
い
る
。
 

第
七
章
に
加
え
ら
れ
た
「
神
の
幕
屋
」
は
同
じ
無
教
会
主
義
 キ
  
 

数
 に
含
ま
れ
る
も
の
の
、
よ
り
大
衆
的
な
社
会
層
に
受
容
さ
れ
 、
 癒
し
な
 

ど
の
奇
跡
を
行
な
っ
て
、
一
般
的
な
無
教
 ム
 本
主
義
キ
リ
ス
ト
教
 が
 、
知
識
 

階
層
の
宗
教
と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
反
対
 に
 い
ち
じ
 

る
し
く
 
ェ
 モ
ー
シ
，
 
ナ
 ル
な
傾
向
を
有
す
る
特
異
な
集
団
で
あ
 る
 。
日
本
 

の
 民
俗
宗
教
と
同
一
の
基
盤
に
た
 り
 キ
リ
ス
ト
教
と
み
な
さ
れ
 
る
 。
 だ
 

が
 、
そ
れ
に
も
か
わ
わ
ら
ず
神
の
幕
屋
が
、
無
教
会
主
義
キ
リ
 ス
ト
教
を
 

名
 の
る
こ
と
を
は
じ
め
多
く
の
点
に
お
い
て
、
欧
米
の
類
似
の
 

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
物
質
主
義
的
」
で
な
く
「
霊
的
」
 な
 

（
。
ヘ
ン
テ
コ
ス
タ
ル
）
的
な
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
は
相
違
の
あ
る
の
 

聖
霊
降
臨
 

性
格
で
あ
 

を
 見
出
 

る
 。
 

英
語
版
 に
 お
い
て
「
神
の
幕
屋
」
の
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
 本
 車
 
主
日
 
の
 入
 
Ⅰ
 

部
分
を
占
め
る
一
般
的
な
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
の
叙
述
 と
 齢
鮪
 を
も
 

た
ら
す
と
こ
ろ
も
な
く
は
な
い
が
、
著
者
の
も
っ
と
も
主
張
し
 た
 い
、
日
 

本
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
お
け
る
「
神
道
」
的
基
盤
を
語
る
う
 え
で
は
 有
 

効
 で
あ
っ
た
と
み
た
い
。
た
だ
著
者
が
「
神
道
し
な
ぎ
 ね
 め
て
 広
義
に
解
 

し
て
い
て
、
こ
の
こ
と
は
 べ
 ラ
ー
な
ど
の
見
方
に
も
通
じ
て
い
 る
こ
と
だ
 

が
 、
そ
れ
を
必
ず
し
も
「
神
道
」
と
呼
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
と
 い
う
こ
と
 

を
、
 改
め
て
考
え
て
い
る
し
だ
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
 著
 者
は
、
 末
 

尾
 に
付
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
か
ら
み
て
も
、
文
字
通
り
多
く
 の
 日
本
 圭
叩
 

の
も
の
を
渉
猟
し
て
い
る
。
現
在
来
日
中
の
テ
ー
マ
は
、
直
接
 宗
教
と
関
 

係
 の
な
い
社
会
学
的
な
研
究
で
あ
る
よ
う
に
聞
い
て
い
る
が
、
 い
っ
そ
う
 

日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
を
展
開
さ
せ
て
、
斯
学
に
寄
与
 と
刺
戟
の
 

与
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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「
密
教
経
典
成
立
史
論
」
 

法
蔵
錦
一
九
八
 0
 年
 一
月
刊
 

A
5
 版
三
三
二
頁
六
五
 0
0
 円
 

津
田
真
一
 

現
代
の
イ
ン
ド
 学
 仏
教
学
の
諸
分
野
の
間
に
あ
っ
て
、
密
教
学
 の
 置
か
 

れ
た
状
況
は
、
一
言
で
云
っ
て
特
異
で
あ
る
。
 

伝
統
的
密
教
学
と
し
て
の
真
言
教
学
は
、
そ
れ
が
提
唱
す
る
 即
 寿
成
仏
 

と
い
う
宗
教
理
想
が
そ
れ
ま
で
の
仏
教
の
論
理
に
よ
っ
て
捉
え
 る
こ
と
の
 

で
き
な
い
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
部
外
者
に
は
伺
い
知
 る
こ
と
の
 

で
き
ぬ
神
秘
体
験
の
境
地
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
 何
 よ
り
も
、
 

そ
の
開
祖
弘
法
大
師
空
海
の
強
烈
な
個
性
と
、
そ
の
超
絶
的
な
 思
想
性
 

論
理
性
に
裏
付
け
さ
れ
た
強
固
な
教
学
に
よ
っ
て
護
ら
れ
て
い
 る
 、
と
い
 

う
 一
般
的
認
識
に
よ
っ
て
、
外
部
か
ら
の
批
判
か
ら
保
護
さ
れ
 続
け
て
き
 

た
の
で
あ
り
、
そ
の
間
、
真
 @
 宗
徒
は
空
海
の
人
間
的
卓
越
性
 を
そ
の
 教
 

説
の
真
理
性
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
そ
の
 宗
 教
理
想
や
 

教
 説
を
自
ら
の
実
存
の
上
に
問
う
こ
と
な
く
、
或
は
個
々
の
 教
 説
 に
関
し
 

て
 空
海
の
真
意
を
問
う
こ
と
す
ら
な
く
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
 る
 。
明
治
 

期
 に
至
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
近
代
的
文
献
学
の
手
法
の
移
入
 に
よ
り
、
 

仏
教
学
の
各
分
野
は
そ
の
面
目
を
一
新
し
た
が
、
ひ
と
り
密
教
 学
は
、
依
 

然
 と
し
て
外
部
か
ら
の
批
判
を
免
れ
、
内
に
あ
っ
て
は
近
代
的
 な
学
の
名
 

に
 価
す
る
程
度
の
批
判
性
を
自
ら
の
上
に
蓄
積
す
る
ま
で
に
 至
 ら
な
か
っ
 

松
 長
石
 慶
著
 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
殊
に
近
年
、
「
密
教
ブ
ー
ム
」
と
い
 ぅ
 言
葉
で
 

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
奇
異
な
現
象
が
あ
ら
わ
れ
る
に
従
っ
て
 、
事
態
は
℡
 

更
に
悪
 い
 方
向
に
動
ぎ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 市
 場
 が
突
如
㊧
 

 
 

と
し
て
出
現
し
た
と
き
、
密
教
学
は
そ
こ
に
於
て
自
己
を
規
律
 す
べ
 き
批
 

判
 牲
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
外
部
か
ら
の
批
判
 か
ら
保
護
 

さ
れ
、
内
に
自
己
を
規
律
す
る
論
理
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
 完
 全
な
盗
意
 

を
 許
さ
れ
た
密
教
学
は
必
然
的
に
無
際
限
の
堕
落
の
途
を
歩
み
 は
じ
め
た
 

の
で
あ
る
。
本
書
日
密
教
経
典
成
立
史
論
目
の
著
者
校
長
君
 慶
 博
士
は
 、
 

筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
既
成
の
学
者
と
し
て
は
上
述
の
如
 き
密
 教
学
の
現
 

状
 に
迎
合
し
な
い
ご
く
少
数
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
筆
者
は
 そ
の
着
実
 

な
学
風
に
対
し
一
貫
し
て
信
頼
と
尊
敬
を
保
ち
続
け
て
ぎ
た
の
 で
あ
る
。
 

著
者
に
は
す
で
に
 
ョ
 
密
教
の
歴
史
 目
 （
 
平
 楽
手
書
店
、
一
九
六
 九
年
）
 や
 

口
密
教
の
相
承
者
 
@
@
 そ
の
行
動
と
思
 %
 醤
 
（
評
論
社
、
昭
和
四
 八
年
，
）
 

の
 好
著
が
あ
り
学
問
的
に
充
分
信
頼
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
 い
ず
れ
も
 

一
般
的
読
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
本
 書
は
 
「
 
九
 

州
 大
学
文
学
部
に
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
が
骨
子
と
な
っ
て
 い
る
」
ハ
回
 

書
 は
し
が
き
）
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
筆
者
は
い
や
し
く
も
 学
の
名
に
 

価
す
る
最
初
の
本
格
的
密
教
研
究
書
の
誕
生
を
予
期
し
つ
つ
 本
 書
を
手
に
 

と
っ
た
の
で
あ
る
。
 

本
書
は
序
及
び
本
論
四
章
、
そ
し
て
詳
細
な
索
引
 よ
 り
な
り
、
 著
者
の
 

「
二
十
余
年
」
（
同
は
し
が
き
）
に
 
真
 る
密
教
研
究
の
成
果
の
 う
 ち
、
 「
 と
 

く
に
経
典
と
儀
軌
の
成
立
問
題
に
関
す
る
研
究
を
中
心
に
構
成
 」
（
同
は
 

し
が
き
）
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
論
文
の
発
表
年
次
や
雑
誌
名
 が
 附
記
さ
 

れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
「
骨
子
」
（
前
出
）
の
部
分
に
対
し
、
 
ど
 0
 部
分
が
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加
 附
さ
れ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
以
下
に
各
章
の
内
容
を
 ご
く
簡
単
 

に
 紹
介
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

序
 
「
イ
ン
ド
密
教
研
究
の
現
状
と
そ
の
研
究
方
法
」
、
第
一
節
 「
イ
ン
 

ド
 密
教
の
研
究
領
域
」
に
於
て
著
者
は
密
教
と
い
う
語
の
語
源
 を
 初
期
の
 

漢
訳
経
典
の
中
に
探
索
し
、
つ
い
で
「
外
国
人
が
密
教
と
い
 至
 言
葉
を
ど
 

の
よ
う
に
用
い
、
理
解
し
て
い
る
か
を
 探
 」
（
一
七
頁
）
 る
た
 め
、
 「
 タ
 

ン
ト
リ
ズ
ム
」
と
い
う
語
の
意
味
を
論
じ
、
結
論
的
に
「
正
覚
 を
 最
終
の
 

目
標
と
す
る
仏
教
の
中
で
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
基
盤
を
も
つ
秘
教
 m
 、
儀
礼
 

的
 、
呪
術
的
、
象
徴
的
な
性
格
を
鮮
明
に
も
つ
も
の
を
、
以
下
 に
 密
教
と
 

し
て
取
り
扱
う
」
（
 二
 0
 頁
 ）
、
と
概
念
規
定
を
述
べ
る
。
つ
い
 で
純
密
と
 

雑
密
 、
真
言
 乗
と
 真
言
 道
 、
金
剛
乗
等
の
術
語
の
用
例
に
関
し
 て
 論
じ
、
 

密
教
研
究
の
資
料
や
チ
ベ
ッ
ト
に
於
け
る
タ
ン
ト
ラ
文
献
の
分
 類
法
 に
関
 

し
て
概
説
す
る
。
次
い
で
日
本
（
第
二
節
）
及
び
「
外
国
」
（
 め
里
 
二
節
）
 

に
お
け
る
イ
ン
ド
密
教
の
研
究
 史
 と
現
状
を
概
観
し
、
第
四
節
 
「
イ
ン
ド
 

密
教
研
究
の
方
法
」
に
於
て
、
「
密
教
経
典
の
幅
は
広
」
 く
、
 
「
そ
れ
は
 

人
間
の
聖
と
俗
の
生
活
全
般
を
網
羅
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
 か
ら
、
 そ
 

れ
に
対
し
て
「
種
々
 な
 面
か
ら
総
合
的
な
把
握
」
、
「
多
角
的
研
 
究
 」
が
 必
 

要
 で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
「
密
教
経
典
は
 、
 個
々
の
宗
教
体
験
 に
か
か
わ
 

る
 問
題
を
取
り
扱
う
の
が
本
筋
で
あ
る
か
ら
、
人
文
科
学
」
等
 の
 「
外
側
 

か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
は
、
究
め
尽
し
得
な
い
点
を
少
 た
か
ら
ず
 

も
っ
て
」
お
り
、
「
文
献
の
操
作
の
み
に
よ
っ
て
は
」
「
密
教
 0
 本
質
 肛
 

完
全
に
は
迫
り
え
な
い
」
と
し
て
、
方
法
的
困
難
性
を
指
摘
す
 る
 。
 

第
一
章
「
古
代
イ
ン
ド
文
化
と
密
教
」
、
第
一
節
「
包
摂
 と
純
 化
」
に
 

於
て
、
著
者
は
密
教
の
素
材
を
「
非
常
に
古
く
か
ら
イ
ン
ド
に
 存
在
す
る
 

民
族
文
化
の
底
流
」
で
あ
る
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
中
に
見
出
す
。
 そ
の
素
材
 

が
 仏
教
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
純
化
さ
れ
る
過
程
に
於
て
、
そ
れ
 ら
 修
法
や
 

儀
礼
の
目
的
が
現
世
利
益
か
ら
成
仏
へ
と
変
化
し
、
さ
ら
に
「
 一
 
両
度
に
洗
 

練
 さ
れ
た
仏
教
思
想
が
、
可
視
的
、
即
物
的
に
表
現
さ
れ
」
、
「
 
仏
教
思
想
 

の
 観
法
化
・
儀
軌
化
」
の
現
象
へ
と
移
行
す
る
と
云
 う
 。
第
二
 節
 
「
タ
ン
 

ト
 リ
ズ
ム
に
お
け
る
悪
の
肯
定
」
に
於
て
は
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
 の
 非
社
会
 

性
 ・
非
倫
理
性
の
原
因
を
「
そ
れ
が
絶
対
と
の
神
秘
的
な
交
流
 を
目
ざ
す
 

楡
 伽
を
基
本
と
す
る
 点
 」
に
求
め
る
。
著
者
は
さ
ら
に
、
こ
の
 悪
の
肯
定
 

が
 「
盲
目
的
な
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
性
の
肯
定
、
殺
の
肯
 
定
 、
三
毒
 

の
 肯
定
と
い
う
視
点
か
ら
詳
し
く
検
討
し
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
 反
 倫
理
性
 

が
 、
そ
の
本
来
の
意
義
に
つ
い
て
注
意
深
く
検
討
さ
れ
ね
ば
な
 う
な
い
点
 

を
 指
摘
す
る
。
 

第
二
章
「
密
教
経
典
の
形
成
過
程
」
・
第
一
節
「
陀
羅
尼
の
機
能
」
に
 

於
て
 、
 

本
来
そ
の
起
源
と
機
能
を
異
に
す
る
真
言
（
 ョ
ゅ
口
 
（
 
r
a
 
）
 と
呪
 
（
 
せ
 @
 
宙
ぺ
ひ
 

）
 

と
 陀
羅
尼
（
 争
 ひ
巷
 廿
 ）
が
時
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
差
異
を
 漸
次
解
消
 

し
 、
そ
の
目
的
も
除
災
か
ら
成
仏
へ
の
変
化
し
て
ゆ
く
過
程
が
 詳
し
く
論
 

じ
ら
れ
る
。
第
二
節
「
密
教
儀
礼
の
形
成
」
に
於
て
は
、
仏
像
 の
 製
作
、
 

結
界
 作
 壇
法
、
護
摩
、
 濯
頂
 等
の
密
教
的
儀
礼
の
発
展
の
過
程
 が
 描
か
 

ね
 、
両
部
 曇
茶
 羅
の
形
成
の
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
 

第
二
一
章
「
組
織
的
な
密
教
経
典
の
成
立
」
、
第
一
節
「
イ
ン
ド
 
中
期
 密
 

教
の
流
れ
」
に
於
て
、
ま
ず
我
国
で
真
言
密
教
の
中
核
と
さ
れ
 る
 イ
ン
ド
 

 
 

中
期
密
教
を
、
初
期
密
教
と
比
較
し
、
そ
の
相
違
点
を
修
法
 目
 M 、
修
法
⑫
 

め
 組
織
化
、
大
乗
思
想
と
の
関
連
、
 曇
茶
羅
 、
教
主
の
五
点
 
か
 
 
 

る
 。
「
中
期
密
教
経
典
に
お
い
て
は
、
中
観
、
唯
識
、
如
来
蔵
 と
い
っ
た
 



大
乗
仏
教
の
基
本
的
な
教
 説
が
 、
密
教
儀
礼
と
か
観
法
の
中
に
 積
極
的
に
 

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
そ
れ
を
大
乗
思
想
の
儀
軌
化
 と
 呼
ぶ
」
。
 

こ
の
「
大
乗
思
想
の
儀
軌
化
」
と
い
う
語
は
著
者
の
密
教
の
本
 質
 に
関
す
 

る
 認
識
の
枢
要
の
部
分
を
形
成
し
て
い
る
。
次
い
で
第
二
、
 筆
 二
 、
第
四
 

節
に
 於
て
著
者
は
い
よ
い
よ
日
大
日
経
 ヒ
 
「
真
実
損
経
口
 及
 び
 
日
理
趣
 

経
し
 成
立
問
題
を
論
ず
る
。
著
者
は
「
ま
え
が
き
」
に
於
て
「
 こ
こ
で
は
 

コ
大
日
経
 
ヒ
 「
金
剛
頂
経
 
ヒ
 「
理
趣
経
 
ヒ
 な
ど
、
日
本
密
教
に
も
 指
 く
の
 影
 

響
を
与
え
た
経
典
を
取
り
上
げ
、
成
立
年
代
、
成
立
地
を
は
じ
 め
 、
経
典
 

成
立
に
関
す
る
従
来
の
定
説
に
批
判
を
加
え
、
独
自
の
結
論
を
 導
き
出
し
 

た
 。
こ
れ
ら
の
経
典
成
立
に
つ
い
て
新
し
い
見
解
は
つ
ぎ
の
 様
 な
 基
本
的
 

な
 認
識
の
転
換
に
基
づ
い
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 ま
 ず
 真
言
宗
 

の
 伝
統
税
に
よ
る
固
定
観
念
を
一
応
破
棄
し
た
こ
と
で
あ
る
。
（
 中
略
）
 第
 

二
 に
密
教
経
典
の
多
く
は
一
時
的
に
完
成
し
た
も
の
で
は
な
い
 と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
」
と
、
こ
の
経
典
成
立
論
に
か
け
 ろ
 意
気
込
み
を
 述
 べ
て
い
る
 

が
 、
事
実
、
こ
の
箇
処
に
於
て
著
者
は
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
精
査
 し
 、
細
心
 

堅
実
に
徹
底
し
た
考
証
を
展
開
す
る
。
か
か
る
著
者
の
姿
勢
は
 、
第
四
章
 

「
タ
ン
ト
ラ
聖
典
の
成
立
」
に
於
て
Ⅰ
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
 ヒ
 の
 成
立
を
 

論
ず
る
段
に
於
て
も
持
続
せ
ら
れ
、
こ
の
著
者
が
得
意
と
す
る
  
 

て
 多
数
の
根
本
資
料
を
縦
横
に
分
析
し
て
、
何
人
の
追
従
を
も
 許
さ
ぬ
 独
 

白
の
境
地
を
拓
き
、
本
書
の
学
術
的
価
値
を
中
肋
の
も
の
と
す
 る
こ
と
に
 

成
功
し
て
い
る
。
 

筆
者
は
批
判
的
な
密
教
学
を
目
指
す
最
初
の
本
格
的
学
術
書
と
 し
て
の
 

本
書
の
誕
生
を
心
か
ら
慶
賀
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
 細
 部
 に
わ
た
 

る
な
ら
、
い
く
つ
か
の
事
実
誤
認
や
訂
正
す
べ
 き
 点
を
発
見
す
 る
こ
と
は
 

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
価
値
は
そ
の
様
な
瑛
理
の
 右
孟
 を
 超
越
し
 

 
  

 
 
 

て
 広
く
承
認
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

最
後
に
か
か
る
先
駆
的
業
績
が
受
け
る
栄
誉
と
背
中
ム
ロ
わ
せ
に
 

、
そ
れ
 

 
 
 
 

が
 必
然
的
に
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
租
税
と
で
も
い
う
べ
き
が
）
（
の
「
 
コ
 能
立
 
セ
 の
の
 

指
摘
を
通
じ
て
、
筆
者
は
書
評
者
と
し
て
の
最
少
限
度
の
義
務
 を
は
た
し
 

た
い
と
考
え
る
。
但
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
個
人
的
 
感
想
で
あ
 

り
 、
そ
れ
が
本
書
の
価
値
を
何
ら
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
 こ
と
は
あ
 

ら
た
め
て
云
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

筆
者
が
冒
頭
に
述
べ
た
如
 き
 密
教
学
の
現
状
か
ら
す
る
な
ら
、
 

研
究
者
 

の
 急
務
は
密
教
学
の
中
に
自
己
を
規
律
し
得
る
論
理
、
す
な
わ
 ち
 批
判
性
 

を
 確
立
す
る
こ
と
に
あ
る
。
即
身
成
仏
と
い
 5
 超
論
理
的
宗
教
 理
想
に
対
 

し
て
、
そ
れ
が
ど
 う
 し
た
ら
可
能
で
あ
る
か
と
云
 う
 な
ら
、
 そ
 れ
は
密
教
 

0
 本
質
を
思
想
史
的
に
把
捉
す
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
 思
 想
 史
的
に
 

把
捉
さ
れ
た
密
教
の
論
理
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
研
究
者
各
自
の
 思
考
 法
を
 

色
濃
く
反
映
し
た
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
仮
説
と
 し
て
の
 密
 

教
の
本
質
に
関
す
る
認
識
（
目
色
 0
 「
の
 
曽
ぎ
ぬ
 ）
を
提
示
す
る
，
 」
と
こ
そ
 

が
 研
究
者
の
第
一
の
役
目
で
あ
ろ
う
。
著
者
も
、
も
ち
ろ
ん
 最
 終
 的
に
は
 

か
か
る
思
想
史
的
把
捉
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 、
経
典
 成
 

立
論
と
、
次
な
る
思
想
史
的
認
識
へ
の
努
力
は
モ
ザ
イ
ク
的
に
 接
続
す
る
 

も
の
で
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
も
し
本
書
に
不
満
足
 な
 点
が
あ
 

り
と
す
る
な
ら
、
筆
者
は
ま
ず
そ
れ
を
本
書
の
各
所
に
す
で
に
 露
呈
さ
れ
 

て
い
る
著
者
の
思
想
史
的
認
識
の
全
体
像
に
関
し
て
見
出
さ
ね
 ば
な
ら
な
 

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

本
書
の
基
幹
を
な
す
経
典
成
立
論
の
部
分
に
於
て
、
著
者
は
 一
 貫
 し
て
 



各
経
典
の
段
階
的
発
展
の
過
程
の
発
掘
 に
 意
を
注
ぐ
。
そ
し
て
 、
こ
の
 男
 

力
は
 必
然
的
に
思
想
史
的
認
識
を
鈍
麻
さ
せ
る
方
向
に
働
く
の
 で
あ
る
。
 

事
実
、
経
典
の
多
く
は
各
自
の
発
展
の
過
程
を
ふ
ん
で
現
在
の
 形
態
に
至
 

っ
 た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
局
面
に
注
目
す
る
著
者
の
意
図
は
 そ
の
か
ぎ
 

り
で
評
価
し
得
る
。
 セ
 か
し
、
そ
の
経
典
の
本
質
的
部
分
は
或
 る
 一
人
の
 

宗
教
者
の
、
そ
の
当
時
の
常
識
か
ら
飛
躍
し
た
論
理
性
或
は
思
 想
 史
的
 認
 

誠
 に
も
と
づ
い
て
一
般
に
対
し
て
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
 一
 般
的
 常
識
 

人
は
そ
の
後
か
ら
彼
の
飛
躍
し
た
論
理
な
い
し
認
識
を
常
識
に
 よ
っ
て
 緩
 

和
し
つ
つ
、
そ
の
啓
示
を
増
 広
 す
る
と
い
う
事
態
は
考
え
う
る
 し
 、
文
献
 

学
的
思
考
の
努
力
を
、
各
経
典
の
木
質
的
部
分
、
さ
ら
に
は
、
 本
質
的
立
 

脈
 の
発
掘
 に
 集
注
し
、
か
か
る
宗
教
的
天
才
の
論
理
性
が
指
示
 す
る
密
教
 

0
 本
質
へ
と
迫
ろ
う
と
す
る
学
問
態
度
は
あ
っ
て
も
よ
い
で
あ
 ろ
 う
 。
 

著
者
の
上
述
の
如
き
根
本
的
発
想
は
 、
 個
々
の
事
実
の
解
釈
の
 上
に
も
 

必
然
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
著
者
は
、
 本
書
一
九
 

三
頁
以
下
に
於
て
、
金
剛
智
謀
 の
 「
 
略
 出
倉
 講
 経
口
を
「
金
剛
 頂
経
ヒ
の
 

十
方
 積
 広
本
か
ら
喀
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
説
を
 、
金
剛
智
 

訳
司
喀
 出
倉
講
経
 ヒ
の
 内
容
が
、
不
空
本
の
一
部
分
を
し
か
 ヵ
 ヴ
ァ
ー
で
 

き
ぬ
点
を
あ
げ
て
反
駁
し
、
「
金
剛
智
訳
の
原
典
が
あ
ま
り
 整
 偏
 さ
れ
た
 

も
の
で
な
い
こ
と
は
」
「
五
相
成
身
観
の
前
に
説
か
れ
る
河
梁
 頗
椰
伽
 三
一
 

塵
地
 は
 つ
い
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 向
 雌
山
倉
 %
 経
 ヒ
と
 

介
 

不
空
訳
の
日
金
剛
 頂
 蓮
華
部
心
念
 諦
 儀
軌
 ヒ
の
 当
該
個
所
 が
 、
い
ず
れ
も
 

酩
 

日
大
日
経
口
の
住
 む
 品
の
色
彩
を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
の
 に
 対
し
、
不
空
 

評
 

訳
の
三
巻
本
に
お
い
て
は
、
日
大
日
経
ヒ
 的
 傾
向
を
完
全
 に
 払
拭
し
て
し
 

書
 

さ
っ
て
い
る
。
金
剛
智
の
四
巻
本
の
原
典
は
、
不
空
 調
の
 三

巻
本
よ
り
も
 

も
っ
と
原
初
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
 て
い
る
が
 

筆
者
が
さ
き
に
の
べ
た
発
想
か
ら
す
る
な
ら
、
こ
の
結
論
は
逆
 に
な
る
の
 

で
あ
る
。
 

口
金
剛
頂
経
し
の
本
質
的
部
分
を
成
立
さ
せ
た
天
才
は
 
、
 自
ら
が
 提
唱
 

し
よ
う
と
す
る
密
教
の
論
理
が
ョ
大
日
経
 し
 柱
心
品
の
大
乗
的
 原
則
と
両
 

立
し
得
な
い
こ
と
を
明
瞭
に
認
識
し
、
そ
の
難
行
主
義
を
「
 驚
 覚
 」
の
 箇
 

処
で
 決
然
と
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
後
続
す
る
玉
柏
 成
身
 観
に
 

於
て
は
、
 
阻
き
 @
 
（
（
 
い
 せ
田
安
安
の
 ガ
で
偲
紹
ヨ
ゆ
年
す
 
ひ
田
（
白
石
 を
 各
 々

に
 観
 

察
す
る
三
昧
）
と
か
 c
@
 

（
（
 

a
p
 

「
が
（
守
生
 

き
 
（
 白
 む
の
 本
 不
生
際
 に
 通
達
す
 

る
 ）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
 、
ョ
 大
日
経
口
の
大
乗
的
教
理
が
予
 恕
 さ
れ
て
 

い
る
。
そ
し
て
ロ
金
剛
頂
経
 し
 作
者
の
意
図
が
、
そ
の
大
乗
 的
 難
行
を
 

口
 r
a
k
r
t
@
 

の
日
ミ
 

こ
 （
そ
の
効
力
が
本
性
上
成
立
し
て
い
る
）
 

ヨ
ド
ヲ
 
（
 
q
p
 

（
真
言
 

口
 
）
 

を
メ
 
っ
て
代
行
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
 き
 、
そ
れ
 な
 も
し
 著
 

者
の
用
語
に
従
っ
て
「
大
乗
思
想
の
儀
軌
化
」
と
云
う
な
ら
、
 そ
の
言
葉
 

は
 、
密
教
が
大
乗
に
新
し
い
生
命
を
吹
込
み
得
た
こ
と
を
も
、
 ま
た
大
乗
 

の
 
「
思
想
の
主
体
的
把
握
」
（
 
二
 二
二
頁
）
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
 
も
 意
味
す
 

る
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
大
乗
仏
教
の
原
則
が
意
識
的
に
拒
 否
さ
れ
た
 

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
る
ら
す
る
な
ら
「
 大
乗
思
想
 

の
 儀
軌
化
し
と
い
う
言
葉
が
、
密
教
の
木
質
に
関
し
て
は
何
事
 を
も
語
っ
 

て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
話
を
も
と
に
も
ど
す
 な
ら
、
 金
 

剛
 智
 謀
弔
 雌
山
倉
講
経
」
の
作
者
も
、
不
空
 調
ョ
 金
剛
 頂
 蓮
華
 都
心
念
 諦
 

 
 

儀
軌
」
の
作
者
も
、
い
ず
れ
も
慧
眼
を
 メ
 っ
て
不
空
調
三
巻
本
 
0
 本
質
的
②
 

文
脈
が
「
大
日
経
し
を
自
ら
の
提
唱
せ
ん
と
す
る
密
教
の
立
場
 と
は
対
極
㏄
 

 
 

的
な
も
の
と
し
て
、
即
ち
否
定
の
対
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
 こ
と
を
 見
 



抜
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
且
つ
 
円
 大
日
経
し
ひ
い
て
は
大
乗
 仏
 教
の
原
則
 

を
 真
向
か
ら
否
定
せ
ん
と
す
る
そ
の
過
激
な
論
理
性
に
対
す
る
 緩
和
策
 と
 

し
て
ヨ
大
日
経
し
的
、
大
乗
的
 教
 説
を
自
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
 挿
 入
し
た
の
 

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
金
剛
智
謀
 を
 素
直
に
 

見
る
な
ら
、
そ
れ
が
不
空
 調
 三
巻
本
の
内
容
を
充
分
に
理
解
し
 た
 上
で
、
 

本
質
的
な
部
分
を
保
存
し
、
実
習
に
便
利
な
様
に
配
列
し
直
し
 た
も
の
で
 

あ
る
と
の
印
象
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
内
容
の
広
略
の
機
械
 的
 対
比
 か
 

ら
そ
の
前
後
関
係
を
決
定
す
る
こ
と
は
簡
単
に
は
で
き
な
い
こ
 と
が
わ
か
 

る
の
で
あ
る
。
 

密
教
の
木
質
に
関
す
る
思
想
史
的
認
識
に
 ょ
 り
、
そ
れ
を
密
教
 の
 論
理
 

と
し
て
と
り
出
し
得
た
な
ら
、
次
に
研
究
者
の
な
す
べ
き
こ
と
 は
 、
そ
れ
 

を
 イ
ン
ド
的
精
神
性
と
い
う
構
造
の
中
に
還
元
 し
 、
そ
の
位
置
 を
 決
定
す
 

る
こ
と
が
批
判
性
を
確
保
す
る
第
二
の
手
段
で
あ
る
。
す
で
に
 述
べ
た
 通
 

9
 日
金
剛
頂
経
 
ヒ
の
 体
系
が
成
立
す
る
根
拠
は
 、
 
一
に
か
か
 っ
て
 真
 =
 
日
 

八
日
が
 
コ
 （
「
が
）
の
効
力
が
そ
の
本
性
上
成
立
し
て
い
る
（
 

づ
 「
の
ガ
円
（
 

@
 
れ
年
 
宙
す
 
p
 ）
 

と
い
う
点
に
存
す
る
。
こ
れ
は
、
密
教
の
論
理
を
「
古
代
宗
教
 」
と
し
て
 

の
 「
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
」
な
ど
と
い
う
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
 概
 余
 で
は
な
 

く
 、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
祭
式
神
秘
主
義
の
論
理
に
比
定
す
べ
き
こ
 と
を
示
し
 

て
い
る
。
著
者
は
「
除
災
か
ら
成
仏
へ
」
と
い
う
項
目
の
下
に
 、
真
言
で
 

は
な
く
、
陀
羅
尼
の
読
 諦
に
 連
関
さ
せ
て
「
除
災
か
ら
成
仏
 へ
 の
 修
法
 目
 

的
の
変
化
は
同
大
日
経
し
と
か
日
金
剛
頂
経
口
に
お
い
て
と
 く
 に
い
ち
じ
 

る
し
い
し
 二
 0
 二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
著
者
の
か
か
る
 認
 識
は
看
 

過
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
重
大
な
問
題
を
含
む
。
 

思
想
史
的
認
識
の
全
体
像
に
関
し
て
も
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
 る
 。
 著
 

者
は
方
便
・
 父
タ
ソ
ト
ラ
 で
あ
る
日
秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
 
ヒ
 を
 安
易
に
 

 
 

「
仏
教
タ
ン
ト
ラ
の
代
表
と
目
さ
れ
る
」
と
し
（
四
頁
）
、
そ
れ
 
と
は
対
象
㎜
 

的
に
 
ロ
へ
｜
ヴ
ア
 ジ
ュ
ラ
 ヒ
 を
は
じ
め
と
す
る
般
若
・
 母
 タ
ン
 ト
ラ
 を
軽
の
 

 
 

祝
 す
る
が
、
密
教
史
を
通
観
す
る
な
ら
、
般
若
・
母
系
 タ
ソ
ト
 ぅ
 こ
そ
は
（
 

白
金
剛
頂
経
口
の
示
す
純
粋
な
る
密
教
の
論
理
を
正
当
に
継
承
 す
 る
も
の
 

で
あ
り
、
ョ
密
教
集
会
 怯
は
、
 一
つ
の
逸
脱
ま
た
は
試
行
錯
誤
 の
 段
階
と
 

評
価
さ
る
べ
き
理
由
は
充
分
存
在
す
る
。
ま
た
、
こ
の
視
点
か
 ら
す
る
な
 

ら
 、
本
質
的
に
般
若
経
典
で
あ
る
円
理
趣
経
し
に
は
重
要
性
を
 見
出
し
得
 

な
い
。
ま
た
、
著
者
は
「
後
期
密
教
に
お
け
る
づ
大
日
経
し
の
 ぬ
位
の
低
 

さ
 」
二
八
三
頁
）
に
言
及
す
る
が
、
こ
れ
も
思
想
史
的
認
識
 
の
上
か
ら
 

は
 重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
 
ョ
 
大
日
経
ヒ
 

と
 ロ
金
剛
頂
経
し
の
 
対
穏
的
 、
両
立
不
可
能
な
関
係
を
認
識
す
 
る
こ
と
 

が
 、
密
教
の
思
想
史
的
認
識
の
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
 ，
 
」
の
点
に
 

関
し
て
、
著
者
の
認
識
は
筆
者
の
そ
れ
と
は
相
容
れ
な
い
。
 こ
 れ
は
ひ
い
 

て
は
密
教
を
大
乗
仏
教
と
両
立
不
可
能
な
、
二
者
択
一
的
な
関
 係
に
 於
て
 

と
ら
え
る
筆
者
の
立
場
の
全
面
的
拒
否
へ
と
っ
た
が
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
そ
れ
 

は
そ
れ
で
よ
い
が
、
筆
者
は
著
者
の
「
最
近
の
内
外
の
研
究
成
 果
は
、
タ
 

ン
ト
ラ
仏
教
を
大
乗
仏
教
展
開
の
必
然
的
な
帰
結
と
認
め
る
 方
 何
 に
向
 っ
 

て
い
る
」
（
二
八
八
頁
）
と
い
う
言
明
に
接
す
る
と
き
、
せ
め
て
 
「
内
外
の
 

研
究
成
果
」
を
脚
註
に
示
す
親
切
心
を
著
者
に
期
待
し
た
い
の
 で
あ
る
。
 

そ
の
他
、
密
教
の
起
源
に
関
し
て
、
筆
者
は
著
者
の
提
示
す
る
 
「
タ
ン
 

ト
 リ
ズ
ム
と
い
う
古
代
イ
ソ
 ド
 文
化
に
共
通
す
る
基
盤
」
と
い
 ぅ
 概
念
に
 

根
本
的
な
疑
問
を
皇
す
る
も
の
で
あ
る
。
仏
教
タ
ン
ト
ラ
 と
同
 時
代
の
 ヒ
 

ン
ズ
ー
側
に
、
そ
れ
と
同
種
類
の
「
何
々
タ
ン
ト
ラ
」
と
い
う
 文
献
が
存
 



書評と紹介 

在
し
て
い
た
証
拠
が
筆
者
に
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
 

「
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
し
と
い
う
西
欧
学
者
の
発
明
に
な
る
便
利
な
説
 関
原
 

理
に
 盲
従
す
る
と
き
著
者
は
つ
い
に
 
円
 秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
 目
 第
一
分
の
 

 
 

十
三
尊
皇
 茶
羅
に
 関
し
、
「
五
仏
、
五
明
 妃
 
（
 
ぬ
曲
オ
 

（
 
@
 
）
、
四
 食
 怒
 」
と
 云
 

う
 不
注
意
を
犯
す
に
至
る
。
著
者
自
身
が
 
ョ
 秘
密
集
会
 目
の
サ
 
ソ
 ス
ク
リ
 

ッ
ト
 校
訂
本
を
出
版
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
て
「
 明
 妃
 」
対
応
 

す
る
語
は
ヒ
ン
ズ
ー
タ
ン
ト
ラ
の
用
語
で
あ
る
ぬ
 リ
 ガ
（
 
@
 で
は
な
 く
、
か
む
 Ⅰ
 

苗
ヨ
が
圧
牡
 （
最
上
后
妃
）
な
の
で
あ
る
。
 

す
で
に
紙
幅
を
大
幅
に
超
過
し
た
。
思
い
つ
く
ま
ま
に
著
者
に
 と
っ
て
 

は
 責
任
 外
 と
も
云
え
る
批
判
を
羅
列
し
た
が
、
筆
者
は
、
依
然
 と
し
て
 著
 

者
の
み
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
更
に
高
い
立
場
か
ら
包
摂
し
 た
 。
密
教
 

の
 本
質
に
関
す
る
高
度
の
認
識
を
 、
 近
 い
 将
来
に
於
て
我
々
後
 学
 の
も
の
 

に
 提
示
し
得
る
人
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
  
 

1 ㏄ (2 ㏄ ) 



0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
五
年
六
月
二
 
0
 日
 
（
金
）
五
時
半
 

場
所
学
士
会
館
分
館
九
号
室
 

出
席
者
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
秀
雄
、
田
九
徳
 
善
 、
住
戸
田
六
  
 
二
ぃ
 
且
 、
 

藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
五
五
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
 

第
一
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
 

一
五
 0
 名
を
有
資
格
と
し
た
。
な
お
、
慣
例
に
よ
り
投
票
用
紙
 発
 

送
日
 ま
で
に
五
四
年
度
会
費
の
納
入
の
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
 有
 

資
格
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
と
し
た
。
 

尚
 、
委
員
会
終
了
後
、
常
務
理
事
会
に
切
り
か
え
ら
れ
、
一
九
 

八
三
年
に
日
本
で
開
催
予
定
の
国
際
東
洋
学
会
議
に
関
す
る
 話
  
 

合
い
が
な
さ
れ
た
。
日
本
学
術
会
議
よ
り
、
こ
の
会
議
の
推
進
 準
 

備
 委
員
会
に
各
学
会
 よ
 り
委
員
を
推
薦
し
て
ほ
し
い
旨
の
依
頼
  
 

あ
り
、
日
本
宗
教
学
会
と
し
て
は
後
藤
光
一
郎
氏
を
推
す
こ
と
  
 

了
承
さ
れ
た
。
 

0
 宗
教
研
究
編
集
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
五
年
七
月
一
九
日
（
土
）
六
時
 

場
所
本
郷
三
丁
目
い
ろ
は
 
鮨
 

出
席
者
 
洗
建
 
金
井
新
 三
 

芹
川
博
通
土
屋
 博
 

保
坂
 幸
 十
専
 

報
 

舩
 
'
 
百
 

柳
川
啓
一
上
八
二
二
酉
不
 

小
口
佳
一
二
一
二
 %
 ホ
 

中
川
秀
茶
一
一
 0
 苗
 不
 

楠
 
正
弘
一
エ
ハ
票
（
次
点
）
 

以
下
略
 

議
題
 

 
 

 
  

 

一
 、
事
務
報
告
及
第
二
四
七
号
内
容
の
検
討
 

 
 

一
 、
第
三
九
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

 
 

 
 
 
 

0
 
選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
五
年
七
月
二
六
日
（
土
）
一
時
半
 

場
所
学
士
会
館
分
館
一
号
室
 

出
席
者
 
安
津
 泰
彦
、
石
田
慶
和
、
大
畠
 清
 、
後
藤
光
一
郎
、
 

桜
井
秀
 

雄
 、
竹
中
信
 常
 、
田
九
徳
 善
 、
中
川
秀
 恭
 、
住
戸
田
六
三
 

郎
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
会
長
世
誉
第
一
次
投
票
開
票
 

開
票
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
 

有
権
者
一
五
二
名
 

投
票
者
数
八
六
名
（
投
票
率
五
六
，
六
 
%
 ）
 

投
票
総
数
二
五
八
百
一
丁
 

有
効
投
票
二
四
八
票
 

白
票
四
票
 

ぬ
 @
 効
 
西
本
山
ハ
百
ホ
 



-
@
 

ヰ
ハ
 
。
 

会
 

ま
た
同
行
し
た
田
丸
 徳
善
 氏
ょ
 り
 補
足
説
明
が
あ
っ
た
。
 

こ
の
結
果
、
小
口
佳
一
氏
、
中
川
秀
衆
民
、
柳
川
啓
一
氏
（
 五
 十
 

昔
順
 ）
の
 三
 氏
を
第
二
次
投
票
の
候
補
者
と
す
る
こ
と
が
決
定
  
 

た
 

一
 、
会
長
選
挙
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
 

一
 、
三
六
一
名
が
有
権
者
と
認
め
ら
れ
た
。
 

選
挙
管
理
委
員
会
終
了
後
、
日
本
宗
教
学
会
五
十
周
年
記
念
 事
 業
 

委
員
会
に
切
り
か
え
ら
れ
、
記
念
講
演
会
の
講
演
者
に
つ
い
て
 論
議
 

が
な
さ
れ
、
五
人
程
度
と
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
 

そ
の
他
、
会
員
の
死
亡
通
知
を
知
り
得
た
限
り
で
会
報
に
出
し
 て
 

は
ど
う
か
と
い
う
案
が
出
さ
れ
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
五
五
年
九
月
六
日
（
土
）
一
時
半
 

場
所
湯
島
会
館
 三
 0
 二
号
 

出
席
者
石
田
慶
和
、
大
畠
 清
 、
小
口
健
一
、
後
藤
光
一
郎
、
 桜
井
秀
 

雄
 、
竹
中
信
 常
 、
田
九
徳
 善
 、
中
川
秀
 恭
 、
野
村
暢
 清
 、
 仁
 

戸
田
六
三
郎
、
藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
名
誉
会
員
の
件
 

本
年
度
は
西
谷
再
治
氏
を
名
誉
会
員
と
し
て
理
事
会
で
推
薦
す
 

る
 予
定
で
あ
る
旨
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

一
 、
脇
本
甲
 也
氏
 よ
り
、
八
月
一
七
 @
 三
一
日
、
カ
ナ
ダ
の
 ウ
 イ
二
 

報
 

ヘ
グ
 で
開
か
れ
た
 I
A
H
R
 
の
会
議
に
つ
い
て
の
報
告
が
な
さ
 れ
 

O 
場 日 理 

事   
②① 、 ④ ③     

                                                                                    副 会委 
湯 砕 金 。 、 念念 十 な負担 l 期規 l 規お 協 会 員 

  

氏が イジ 

  選               
ナ， @ 大学） ァ、 れた。   
が   大       
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出
席
者
 
井
門
富
 二
夫
、
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
雲
 藤
 義
道
  
 

至
治
、
大
畠
 清
 、
小
口
健
一
、
窪
 徳
忠
 、
小
池
良
之
、
後
藤
 

光
一
郎
、
小
山
雷
丸
、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
徳
太
郎
、
桜
井
秀
 

雄
 、
高
崎
直
道
、
田
島
信
之
、
田
中
英
三
、
竹
中
信
 常
 、
田
 

九
徳
 善
 、
中
川
秀
 恭
 、
 仁
 戸
田
六
三
郎
、
野
村
暢
 清
 、
橋
本
 

芳
契
、
藤
田
富
雄
、
宮
家
 準
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
平
地
 

議
題
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
一
九
名
を
新
た
に
学
会
員
と
し
て
承
認
じ
た
。
 

一
 、
第
三
九
回
学
術
大
会
発
表
者
認
定
に
つ
い
て
 

八
部
会
二
六
六
名
に
つ
い
て
の
発
表
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
五
十
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て
 

準
備
の
進
行
状
況
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
。
 

一
 、
 I
A
H
R
 
の
 4
 本
 議
 報
土
 口
 

脇
本
手
池
、
田
九
徳
善
の
両
氏
か
ら
報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

一
 、
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
に
つ
い
て
、
本
年
か
ら
は
字
数
制
限
の
 み
設
 

け
 、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
認
め
る
方
針
で
進
め
る
こ
と
が
了
承
さ
 れ
 

十
八
 

-
@
 

。
 

一
 、
大
会
当
日
、
大
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
会
員
の
意
見
を
 求
め
 

る
ア
ソ
ケ
一
 ト
調
査
を
行
な
う
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。
 

0
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入
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介
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月
六
日
承
認
）
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谷
中
四
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｜
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陣
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大
 

谷
中
学
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同
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文
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市
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西
 
里
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三
九
愛
知
学
 暁
天
 

大
学
院
 

田
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哲
哉
四
日
市
市
東
阿
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川
 四
五
五
大
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大
・
非
常
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茅
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区
下
井
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ー
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林
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入
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三
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大
字
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富
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0
0
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国
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 ・
大
学
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 0
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木
理
三
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会 報 

O
 訂
正
 

本
誌
第
二
四
二
号
（
四
頁
）
お
よ
び
第
二
四
三
号
（
一
一
九
頁
 ）
 の
 

青
鹿
完
工
 氏
 研
究
報
告
題
名
「
道
元
禅
師
の
発
想
」
は
「
道
元
 禅
師
の
 

発
心
思
想
」
の
誤
り
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
 

0
 日
本
学
術
会
議
会
員
選
挙
の
件
 

会
員
各
位
も
ご
承
知
の
如
く
、
日
本
学
術
会
議
会
員
選
挙
が
今
 秋
 
（
 
期
 

日
 
昭
和
五
五
年
一
一
月
）
 

行
 な
わ
れ
ま
す
が
、
木
会
員
で
左
 記
 の
か
 

た
が
た
が
候
補
者
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
致
し
 ま
す
。
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究
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On the Primitive Mentality 

Masa ya YASUMOTO 

Levy-Bruhl had contrasted eminently the primitive mentality with 
the civilized one, and depicted the characteristics of the former by 
the concept of the 'law of participation' which was formulated: 

"In primitive collective representations things could be, in a mystical 
fashion incomprehensible to us, both themselves and something other 
than themselves. " 
The important points were that the primitive mentality is mystic and 

prelogical. The characteristic of 'pre-logical', emphasized in his earlier 
works, was given up in his last years and he came to think that the 
principal aspect of the primitive mentality is the mystic, affective 
element such as 'affective category of the supernatural'. 

In my essay, I will discuss, limiting the theme to two points, how 
the modern investigators, especially the social anthropologists have 
develloped the problems that LCvy-Bruhl presented. 

1. Some interpretations of the cases of 'identification' which they 
have offered and which are related to the characteristic of 'pre- 
logical' among the primitives. 

2.  Some arguments on the charatcer of the magico-religious beliefs. 
It is often reported that the primitives believe the propositions 
which are not corraborated empirically. In this case, the problem 
is :  what situations the term 'believe' represents. Some investi- 
gators, applying the logical-analysis to the primitive mentality, 
say that these propositions are indeterminate, neither true nor 
false empirically. 

Finally, I will deal slightly with the matter of justification of the 
method in the area of the 'primitive mentality'. 



On the Concept of Reason and Faith in Modern Age 
-from the Rocognition of Liberal Interpretation of the Scripture 

in LOCKE and TOLAND- 

Minoru TAMAI 

On the religious thought of J. Locke and J. Toland in the modern 

England, I intend to study some religious-philosophical aspects on the 
two domains of reason and faith. These tasks were chiefly based on 
the recognition of human intellect and their liberal interpretation of 
Christianity. As a matter of fact, there is a remarkable difference in 
the way of thought between them, so in the first place, I try to prove 
the individual contention and chracterlistics. 

First, as  to Locke, I give an outline of his regular epistesnological 
method of reason-faith-theory in his main book, An Essay concerning 
Human Understanding (1690). And with a mediate concept of miracle, 
I will still more descrive his final esterblishment of the very connec- 
tion between a general ethics and a revealed religion, namely, The 
Reasonableness of Christianity (1695). 

Next, in regard to Christianity not Mysterious (1996) by Toland, I 
lay stress on proving the contradiction of his homogeneous rationalism 
and the process of his recognition, believing true revelations of the 
Holy Scripture. Toland here regarded only the New Testament (the 
advent of Jesus) as  a true Religion 

As a final course, I attempt to make a comparative trial of Locke's 

and Toland's thoughts in relation to deism, which had suddenly risen 
into power. The ground of the problem will be decided how to reco- 
gnise the two domains (reason and faith). Locke had a mediate con- 
cept of miracle, which connected with the both domains, while Toland 
had no concept like Locke's one, he unified the both sides from his 
eccentric reason. Thus the end of this problem will be due to the 
difference of their standpoints. 



Ueber die Moglichkeit der 
"Theologie des Buddhismus" 

Shinryo TAKADA 

Der Begriff "Theologie" wird nicht so eindeutig gebraucht. Darunter 
kann im allgemeinen verstanden werden, was mit Gottes- oder Glau- 
benslehren einer Religion angeht. In der Geschichte der christlichen 
Theologie ist aber nicht nur in dieser allgemeinen Bedeutung, sondern 
auch "Theologie als Wissenschaft" verstanden worden. Diese Thema- 
tisierung des Glaubenslehren zur "Wissenschaft" Systematisierens ist 
immer in der Geschichte der Begegnung mit dem Anspruch der Wissen- 
schaftlichkeit der philosophischen Vernunft gearbeitet worden. Dabei 
hat sich der Grundsatz der Theologie als Wissenschaft in der fides 
quaerens intellectum gefunden. 

Diese Thematisierung der Theologie als Wissenschaft hat nun die 
Schwierigkeit angestoBt, nachdem die Wissenschaftlichkeit in der 
Neuzeit von der (Natur-) Wissenschaft her angesprochen worden ist. 
Und unsere Zeit des 20. Jahrhunderts ist die der Begegnung der ver- 
schiedenen Religionen, soger der Kulturen. Dem Buddhismus, einer der 
Religionen, wurde es auch postuliert, seine eigene Ursprunglichkeit 
auf der kommunikativen Weise in dieser wissenschaftlichen Zeit nicht 
nur philosophisch, sondern auch "theologisch" darzustellen, wie christ- 
liche Theologen versuchen, in dieser wissenschaftlichen und pluralisti- 
schen Zeit ihre eigene evangelische Ursprunglichkeit zu theologisieren. 

"Alles ist Qual" ist die buddhistische urspriingliche Anschauung. Und 
der Weg der Befreiung von den Qualen ist seine Lehre. Wie kann 
denn eigentlich die buddhistische "Qual" in der modernen wissenschaft 
lichen Zeit ausgelegt werden ? Man kijnnte sagen, da13 die buddhis- 

tische Anschauung der Untrennbarkeit der Theorie und Praxis mit der 

neuzeitlichen Wissenschaftlichkeit eigentlich fremd sei, indem darin 

hauptsachlich angeschaut wird, daB die Religiositat "subjektiv, prak- 

tisch", von der theoretischen Anschauung der Welt, des Seins streng 

getrennt, verstanden werden solle. 
Wenn die "Theologisierung" der buddhistischen ehren in der wissen- 



schaftlichen Zeit erneuert versucht wiirde, miiBte diese Fremdheit 
zuerst thematisiert werden. Und die Herkunft der neuzeitlichen Wissen- 
schftlichkeit sollte hauptsachlich in der Entwicklung der europaischen 
'ontotheologischen" Geschichte der Matephysik ausgelegt werden. Die 
Schwierigkeit und darum die Moglichkeit der "Theologie des Buddhi- 
smus" konnte in dieser Fremdheit stehen. 



Heidegger und Holderlin 
-Lebendiges Verhaltnis und Geschick- 

Akira SASAKI 

In dieser Abhandlung wird Heideggers "Verwindung der Metaphysik" 
auf Grund der Holderlins Tragik betrachtet. Heideggers Interpretation, 

da13 Menschenwesen in das "lebendige Verhaltnis und Geschick" geb- 
raucht k t ,  indem es die "kategorische, vaterlandische Umkehr" ver- 
wunden hat, bringt die "Verwindung der Metaphysik" ans Licht. 

Hier handelt es sich um die "Kehre,,. Jetzt geht es urn die Kehre 
der Vergessenheit des Seins in seine Wahrheit. Dieser Kehre entspre- 
chend, mu13 Menscbenwesen verwandeln, um in dem Wesen der Tech- 
nik (Gestell), das uber uns heute waltet, das verborgene Wesen 
(Ereignis) zu finden. In der Ortschaft seines Wesens wohnend, kann 
der Mensch der Ankunft des Seins entgegen. Als Hirt des Seins wartet 
e r  auf die Gunst der Ankunft des Seins. Fragen konnen heil3t Warten 
konnen. Dies ist die Frommigkeit des Denkens. Dieses Denken lebt in 
der Zwischenzeit. Es steht Zweiheit oder Zweigestalt aus. 

Heideggers Denken ist, durch drei Wege hindurchgehend, die Hinge- 
gebenheit an das Sein selbst, wie Holderlins Dichtkunst ein heiterer 
Gottesdienst ist. Aber es bleibt offen, ob Sein im Sinne Heideggers 
mit Gott identisch sei. Das in der Rede "Es gibt Sein", "Es gibt Zeit" 
gesagte "Es" bleibt immer noch unbestimmt. 




