
大
正
十
五
年
、
柳
田
園
男
は
「
日
本
の
民
俗
学
二
と
題
 し
た
日
本
社
会
学
会
で
の
講
演
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
こ
 と
を
語
っ
て
い
る
。
 

北
で
 シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
称
す
る
正
親
管
理
の
霊
魂
信
仰
 は
、
 
或
は
昔
物
語
の
中
の
魔
法
 婆
 と
も
関
係
が
あ
っ
て
 、
 西
 で
も
南
で
も
 
調
 

我
々
の
前
に
開
展
し
て
見
せ
て
く
れ
る
の
だ
。
 

べ
て
行
く
ほ
ど
 
其
 区
域
が
弘
く
な
り
、
し
か
も
熱
帯
の
諸
 島
 の
も
の
に
も
、
窮
地
の
 地
と
 類
似
す
る
点
は
一
二
で
 無
い
。
 
さ
 う
し
て
 其
 

中
間
の
鎖
は
切
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
 某
 際
に
在
っ
て
 日
本
は
そ
も
 ノ
 
Ⅰ
如
何
な
る
地
域
を
占
め
る
か
、
丹
波
面
 で
あ
る
、
綾
部
で
あ
 

る
 。
又
は
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
小
さ
い
 村
 々

の
さ
か
し
 き
 女
た
ち
が
、
 
相
 競
り
て
彼
等
の
無
意
識
に
相
続
し
た
も
 の
を
、
ど
し
 

ノ
 
Ⅰ
 と
 

 
 

 
 
 
 

柳
田
が
「
丹
波
面
」
と
い
い
、
ま
た
「
綾
部
」
と
い
っ
 た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
天
理
教
の
教
祖
・
中
山
み
き
、
 及
び
大
本
の
開
祖
 

 
 

出
口
な
お
を
指
し
て
い
る
。
柳
田
が
中
山
み
き
や
出
口
 な
お
に
関
心
を
抱
い
た
時
期
は
以
外
に
古
い
。
明
治
四
十
 四
年
（
一
九
 0
 八
）
 

既
ひ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
は
現
在
の
天
理
市
を
訪
れ
、
「
丹
波
面
 
記
 」
を
し
た
た
 め
て
い
る
。
大
正
十
四
 

は
じ
め
に
 

ス 

テ
ィ
グ
 で
 と
カ
リ
ス
マ
の
弁
証
法
 

教
祖
誕
生
を
め
ぐ
る
 
一
 試
論
 

川
村
邦
・
 光
 



稿
の
主
題
た
る
教
祖
論
を
展
開
す
る
上
で
は
、
先
の
二
 

っ
の
 論
点
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
 

初
め
に
中
心
概
念
と
な
 

上
目
心
殊
 

す
イ
ハ
 

も
の
で
は
二
に
 

は
 
か
 ハ
リ
ア
Ⅰ
 

イ
 
ノ
か
 

-
 
Ⅰ
 
1
-
 

。
 現
在
で
は
、
宗
教
学
、
 宗
教
社
会
学
、
宗
教
人
類
学
な
ど
の
諸
分
野
か
ら
の
 新
 宗
教
研
究
が
活
況
を
呈
 

-
8
@
 

し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
成
果
、
と
り
わ
け
 カ
リ
ス
マ
論
及
び
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
論
 仁
 依
拠
し
よ
う
と
 思
 う
 。
と
い
う
の
も
、
 木
 

柳
田
は
こ
の
よ
う
に
中
山
み
き
や
出
口
な
お
を
シ
ベ
リ
 ア
 か
ら
中
国
・
朝
鮮
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
る
シ
ャ
 マ
 二
 ズ
ム
・
正
裕
の
な
 

か
に
位
置
づ
 
け
よ
う
 と
し
て
い
た
。
だ
が
、
一
方
で
は
、
 

柳
田
の
関
心
は
飽
く
ま
で
も
日
本
の
民
間
信
仰
も
し
く
 は
 固
有
信
仰
の
な
か
で
 

「
祭
祀
 祈
 禧
の
宗
教
上
の
行
為
は
、
も
と
肝
要
な
る
部
分
 が
 悉
く
婦
人
の
管
轄
で
あ
っ
た
。
巫
は
此
民
族
に
在
っ
 て
は
原
則
と
し
て
女
性
 

 
 

 
 

出
 に
お
い
て
は
、
中
山
み
き
、
出
口
な
お
は
 巫
 者
の
系
列
 の
な
か
に
位
置
づ
げ
ら
 

ね
 、
彼
女
ら
が
一
教
団
の
教
祖
、
す
な
わ
ち
宗
教
の
創
 唱
 者
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
眼
が
 向
 げ
ら
れ
て
い
な
 か
っ
た
 0
 と
は
い
え
、
 

柳
田
が
新
宗
教
の
教
祖
を
巫
 裕
 の
な
か
で
捉
え
て
い
た
 @
 

ば
 、
 巫
 俗
の
世
界
か
ら
飛
躍
し
 、
 新
た
な
独
自
の
宗
教
 

と
い
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

さ
れ
る
以
前
、
確
か
に
極
老
 的
 性
格
を
持
っ
て
い
た
が
 

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
論
ず
る
こ
と
に
な
る
中
山
み
き
 、
出
 

的
 宇
宙
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
柳
田
民
俗
学
に
 

民
俗
宗
教
の
な
か
の
 巫
 者
に
留
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
 

」
と
は
、
教
祖
の
成
立
過
程
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
 

口
 な
お
、
そ
し
て
天
照
皇
大
神
宮
教
の
教
祖
・
北
村
 サ
 

た
 。
彼
女
ら
は
、
い
わ
 

視
座
を
提
起
し
て
い
た
 

対
し
て
、
動
態
的
な
文
 

ョ
は
 、
教
祖
と
み
な
 

 
 

化
 変
動
論
を
射
程
に
収
め
た
社
会
・
文
化
理
論
と
し
て
 の
 再
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
柳
田
が
中
山
 み
き
や
出
口
な
お
を
 巫
 

者
の
系
列
の
な
か
に
の
み
位
置
つ
げ
て
い
た
こ
と
は
、
 柳
 国
民
俗
学
に
新
宗
教
及
び
そ
の
教
祖
を
捉
え
る
視
点
が
 欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
 

モ
 
（
一
九
二
五
）
「
婦
人
公
論
し
に
寄
せ
た
「
妹
の
力
 一
 で
は
、
天
理
教
を
「
巫
女
毅
一
と
呼
び
、
ま
た
「
お
み
 ぎ
 
・
お
な
ほ
と
 云
ふ
類
 

8
 

の
 老
女
の
 、
 神
と
交
通
し
た
と
 云
ふ
 話
が
実
事
と
し
て
数
 限
り
も
な
く
 伝
 へ
ら
れ
る
。
実
際
 
其
 不
可
思
議
に
は
数
 千
年
の
根
 抵
 が
あ
る
の
 

ヵ
 

 
 
 
 

-
4
-
 

 
 

で
、
日
本
の
男
子
と
し
て
之
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
 柳
か
 も
 異
例
で
無
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
 



ス
テ
ィ
グ
マ
概
念
は
 

E
.
 

ゴ
 "
 フ
マ
ソ
 

が
逸
脱
者
を
分
析
 

す
る
際
に
用
い
た
概
念
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
ス
テ
 

ィ
グ
マ
 

と
は
特
定
の
 

が
 
諜
ィ
テ
 

つ
ま
り
八
日
常
的
状
態
プ
ラ
ス
 

ス
の
逸
脱
、
つ
ま
り
八
日
常
的
状
態
マ
 

は
 
V
 の
関
係
を
表
 

イ
ナ
 

・
マ
テ
ィ
グ
マ
及
び
カ
リ
ス
マ
の
特
性
つ
ま
り
日
常
 

と
 
@
 
力
 対
立
す
る
。
な
ん
ら
か
の
特
異
性
も
付
与
さ
れ
 

力
、
ょ
 

 
 

向
 に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
 

ょ
う
 
な
観
点
か
ら
双
方
 

期
待
か
ら
負
の
方
向
に
逸
脱
し
た
と
み
な
さ
れ
る
者
の
 

 
 

的
状
態
こ
対
す
る
 

、
い
 

状
態
、
す
な
わ
ち
 

、
み
 
，
セ
メ
 八
 
一
無
徴
 

:
 
マ
イ
ナ
ス
の
 

、
ヒ
 

」
「
 
徴
 V
 
な
し
」
の
状
態
 

及
び
 

八
 プ
ラ
ス
 

@
-
 

。
…
。
 

１
 
力
 そ
れ
で
あ
 

は
 
V
 は
 

 
 

社
会
関
係
も
し
く
は
日
常
的
状
態
と
は
、
い
わ
ゆ
る
 

正
 

も
つ
望
ま
し
か
ら
ぬ
特
性
、
否
定
的
な
マ
イ
ナ
ス
の
関
係
 

 
 

の
 概
念
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
お
こ
う
。
す
な
 

む
 ち
 、
 

ぽ
 性
を
意
味
し
、
異
常
性
 

と
 

マ
 
概
念
は
プ
ラ
ス
の
逸
脱
、
 

 
  

 を
 表
わ
す
言
葉
で
あ
 

ス
テ
ィ
グ
マ
概
念
は
 

て
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

㍉
 常
 性
を
意
味
し
 

、
 各
々
様
々
安
茂
称
や
尊
称
を
与
 

，
 
ぇ
 
ら
れ
る
「
 

有
 徹
二
「
 
徴
つ
 
ぎ
一
の
状
態
で
あ
る
。
 

曲
称
 

 
 

 
 化

も
し
く
は
物
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
 

レ
ッ
テ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
徹
二
と
し
て
特
定
の
個
人
 

に
 貼
り
っ
げ
ら
れ
て
、
 

一
 
ス
テ
ィ
グ
 マ
と
 カ
リ
ス
マ
 

る
 「
ス
テ
ィ
グ
マ
」
と
「
カ
リ
ス
マ
」
概
念
、
及
び
 

双
 方
の
概
念
の
連
関
に
つ
い
て
論
及
す
る
。
次
い
で
、
 

こ
 の
 二
つ
の
概
念
を
用
い
 

て
、
 先
の
三
者
の
生
活
史
か
ら
、
教
祖
の
成
立
す
る
 

社
 全
的
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
 



 
 

 
 

 
 

マ
 概
念
を
用
い
て
、
逸
脱
過
程
の
辿
る
動
態
的
な
両
義
的
 側
面
を
明
ら
か
に
し
た
 D
.
 

カ
ッ
ツ
、
と
り
わ
け
 W 

リ
ッ
プ
で
あ
る
。
 

 
 

一
に
、
従
来
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
理
論
の
批
判
を
行
な
っ
て
 い
る
 M
.
p
 
ー
テ
ン
バ
ー
グ
で
あ
り
、
第
二
に
、
ス
テ
 ィ
 グ
マ
概
念
と
カ
リ
ス
 

@
2
6
@
 

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ス
テ
ィ
グ
 マ
 の
担
い
手
が
 

が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
 

赤
 匪
の
頭
目
毛
沢
東
 

極
の
社
会
関
係
に
あ
る
ス
テ
ィ
グ
 マ
 の
担
い
手
 

乾
 し
 ぅ
る
 可
能
性
が
あ
る
と
か
え
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
逸
脱
研
究
が
明
ら
 

 
 

レ
ッ
テ
ル
貼
り
の
呪
術
的
過
程
を
通
じ
て
、
 

そ
 

あ
る
い
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
 一

転
し
て
 ヵ
 リ
ス
マ
の
担
い
手
に
変
身
す
る
場
合
が
あ
る
 。
後
に
述
べ
る
新
宗
教
の
教
祖
 

は
 革
命
後
、
偉
大
な
る
指
導
者
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
に
 い
た
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
 対
 

と
ヵ
リ
ス
マ
の
担
い
手
と
は
、
一
定
の
社
会
関
係
な
い
 し
 社
会
的
過
程
に
お
い
て
各
々
 逆
 

か
に
し
た
重
要
な
点
は
、
否
定
的
な
マ
イ
ナ
ス
の
 レ
ッ
 -
 
ァ
ル
 を
貼
ら
れ
た
人
間
は
、
そ
の
 

の
 レ
ッ
テ
ル
の
意
味
す
る
逸
脱
者
へ
と
取
り
消
し
不
能
な
 ま
で
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
、
 

あ
る
。
だ
が
、
か
か
る
論
点
に
対
し
て
、
批
判
的
見
解
 が
 現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
 第
 

な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
 
@
E
-
 

1
 
 

ぃ
 知
ら
れ
る
 よ
 う
に
、
 

ヒ
 

 
 

英
日
地
方
 て
イ
タ
コ
 と
か
 ヮ
ヵ
 な
ど
と
呼
ば
れ
る
 亡
 盲
目
の
巫
女
の
場
合
が
そ
れ
に
あ
た
る
 

よ れ の 呼 
う る で 弥 蔵 
に こ き を 称 

、 と な 保 を 
劣 も い 拝 仕 
者 あ 烙 し 与 
と る 印 続 さ 

し 。 と け れ 
て ま み る る ステ なさ差別 力 こへ とみ 

的 ス ね た ィ 

処 テ て さ ク     
遇 ィ い れ て 
を グ る が の 

受 マ 。 ち 担 
け と だ で か 

            があ " ると 手 
る ス 実 。 尊 
盲 マ 際 と 称   
時司力代 と一り 与 さ 

し の ス ス れ 
て 八 マ テ る 
超 物 の ィ カ 

自 に 担 グ リ 

然 お い マ ス 
的 い 手 の マ 

持 て が 担 の 

佳 道 そ い 担 
を 転 の 手 い 
付 す 尊 の 手 
与 る 称 揚 と   
て も 奪 そ 往 

、 あ さ の 々 

神 る れ 蔑 決 
秘 。 て 称 し 
的 ゴ 、 は て 

な ッ 追 @@@ く 変 
能 フ 故 人 わ 
力 マ あ に る 
を ン る 取 こ 

も の い り と 

つ 指 は 消 た 
者 満 株 す く 

と す 殺 こ そ 
み る さ と の 

 
 

威
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
 た
 と
え
ば
、
ス
テ
ィ
グ
 
マ
 の
場
合
、
コ
気
 狂
 」
「
異
常
者
」
「
 狐
綬
き
 」
等
の
マ
イ
ナ
ス
 

の
 レ
ッ
テ
ル
た
る
蔑
称
と
し
て
、
カ
リ
ス
マ
の
場
 ム
ロ
 
は
 
「
聖
者
・
 
一
 「英
雄
」
 一
 
1
 教
祖
二
等
の
プ
ラ
ス
の
レ
ッ
テ
ル
 た
 る
 尊
称
と
し
て
、
一
定
 

0
 人
び
と
の
相
互
作
用
的
な
社
会
状
況
の
な
か
で
現
わ
れ
 る
 。
そ
し
て
、
前
者
に
は
差
別
・
排
除
が
、
後
者
に
は
 献
身
・
崇
拝
が
伴
 う
 。
 
(184) 70 



スティバ で とカリス マ の弁証法 

@
 
四
 @
 

の
 視
点
を
踏
 え
 、
社
会
に
よ
る
レ
ッ
テ
ル
貼
り
の
過
程
の
 な
か
で
自
己
自
身
に
よ
る
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
行
な
わ
れ
 る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

71 

者
 と
み
な
さ
れ
た
者
に
も
見
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
こ
の
 ょ
う
 な
理
論
的
視
座
は
、
 
G
.
H
 

、
、
、
｜
ド
の
 「
 創
 発
的
自
 

 
 
 
  
 

我
 」
や
 A
.
 

シ
ュ
ッ
ツ
そ
し
て
 P.
 

バ
ー
ガ
ー
と
 T
 

ル
ッ
ク
マ
ン
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
論
に
由
来
す
る
 0 
ロ
｜
 テ
ン
バ
ー
グ
は
当
事
者
 
u
 

機 ュ " ノ た " 
は 白 一 般 さを タ     ト人 と   ま 
已 に て 見 ヤ に 間 は l そ 題 力 影 レ ず 
の " " い 教 よ 観 は テ の で を 響 ッ " 

ロ
ー
テ
ン
・
 
八
｜
グ
は
 逸
脱
者
に
対
す
る
レ
ッ
テ
ル
貼
り
 過
 程
を
検
討
し
て
、
次
の
二
つ
の
問
題
を
呈
示
し
て
い
る
 

ひ
と
つ
 

 
 

テ
ル
貼
り
の
過
程
と
は
あ
る
人
間
を
「
 蛙
一
 と
名
付
け
 る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
珪
土
に
変
身
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
 実
際
に
呪
術
 

力
 を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
 う
ひ
と
つ
は
、
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
人
間
を
「
 蛙
 」
に
 変
 易
 さ
せ
る
ほ
 

 
 

も
つ
も
の
な
ら
、
そ
の
呪
術
的
な
過
程
は
逆
に
「
 蛙
 」
 を
 
「
王
子
」
へ
と
変
身
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
 う
か
、
と
い
 

 
 

あ
る
。
レ
ッ
テ
ル
貼
り
と
は
は
た
し
て
実
際
的
な
効
果
 を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
も
し
実
際
的
な
効
果
 を
も
っ
 な
 

レ
ッ
テ
ル
貼
り
の
過
程
を
逆
転
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
 の
か
、
否
か
 、
 が
こ
の
問
題
で
あ
る
。
 

ン
バ
ー
グ
は
、
欧
米
社
会
で
は
レ
ッ
テ
ル
貼
り
の
過
程
が
 実
際
的
な
効
力
を
も
っ
て
通
用
し
て
お
り
、
そ
の
過
程
 を
 逆
転
す
る
 

と
ん
ど
不
可
能
だ
、
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
欧
米
社
会
 の
 宗
教
文
化
的
伝
統
、
特
に
カ
ル
ヴ
ィ
ン
主
義
の
予
定
説
 か
ら
派
生
し
 

１
１
「
選
ば
れ
し
者
。
 一
 と
「
呪
わ
れ
し
 者
 」
と
に
二
分
 す
る
予
定
説
的
二
元
論
に
歴
史
的
な
淵
源
を
も
ち
、
 

プ
ロ
テ
ス
タ
 

る
 魔
女
狩
り
か
ら
現
代
の
精
神
医
学
に
い
た
る
ま
で
 貫
 徹
し
て
い
る
。
だ
が
、
彼
は
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
儀
礼
、
 回
 心
 、
そ
し
て
 

の
神
秘
主
義
・
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
宗
教
運
動
の
な
か
に
 レ
ッ
テ
ル
貼
り
過
程
を
無
効
と
し
、
か
つ
そ
の
過
程
を
逆
 転
 さ
せ
る
 契
 

 
 

出
せ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
レ
ッ
テ
ル
貼
り
過
程
の
無
効
 
逆
転
を
可
能
と
す
る
理
論
的
枠
組
を
模
索
し
て
い
る
。
 

ロ
 ー
テ
ン
バ
ー
グ
に
よ
る
と
、
従
来
の
逸
脱
研
究
で
は
 当
 事
 者
の
視
点
、
つ
ま
り
逸
脱
者
本
人
の
視
点
が
閑
却
 さ
 れ
て
い
た
。
 

人
間
は
社
会
的
な
反
作
用
を
解
釈
し
、
自
己
の
状
況
を
 統
御
す
る
 力
能
 を
も
ち
、
ま
た
反
省
作
用
を
通
じ
て
自
己
 自
身
も
し
く
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す
る
。
当
事
者
の
視
点
と
 は
こ
の
こ
と
を
い
ろ
。
か
か
る
視
点
は
、
当
然
の
こ
と
は
 が
ら
、
逸
脱
 



述
べ
る
 ょ
 5
 に
超
越
的
存
在
者
い
わ
ば
「
 神
 」
の
場
合
 

 
 

か
く
、
重
要
な
他
者
と
 

は
 、
当
事
者
自
身
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
 た
 新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
評
価
す
る
存
在
で
あ
 る
 。
そ
し
て
、
第
三
段
 

階
 で
は
、
新
し
い
レ
ッ
テ
ル
の
担
っ
て
い
る
ア
イ
デ
ン
 -
 
ア
 イ
 テ
ィ
に
有
機
的
に
関
わ
り
、
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
 テ
ィ
の
境
界
が
調
整
さ
 

れ
る
 0
 こ
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
関
与
は
 、
 忘
我
的
な
歌
舞
・
断
食
・
 祈
 禧
な
ど
の
儀
礼
的
行
為
を
 通
じ
て
な
さ
れ
、
新
し
 

レ
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
専
心
が
可
能
に
な
る
。
か
か
 る
 自
己
自
身
に
よ
る
レ
ッ
テ
ル
貼
り
と
は
、
重
要
な
 他
 者
の
評
価
を
媒
体
と
し
 

て
 自
己
自
身
に
対
す
る
信
念
を
新
た
に
獲
得
す
る
過
程
  
 

ロ
ー
テ
ン
バ
ー
グ
の
呈
示
し
た
自
己
自
身
に
よ
る
 レ
ッ
 -
 
ア
ル
貼
り
の
過
程
は
、
蔑
称
を
付
げ
ら
れ
た
ス
テ
ィ
グ
 マ
 の
 担
い
手
が
蔑
称
を
 

取
り
払
い
、
別
の
名
称
・
レ
ッ
テ
ル
を
も
っ
て
自
己
を
 規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
 た
だ
そ
の
際
、
新
し
い
 

名
称
に
よ
っ
て
構
築
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
評
価
 す
る
、
重
要
な
他
者
の
存
在
が
必
須
で
あ
る
。
こ
の
自
己
 自
身
に
よ
る
レ
ッ
テ
ル
 

貼
り
の
過
程
に
お
い
て
、
「
 蛙
 」
に
変
え
ら
れ
た
者
が
 
「
王
子
」
へ
と
変
身
す
る
契
機
が
あ
る
こ
と
を
 見
ぃ
 出
さ
 

れ
よ
 

う
 。
す
な
 ね
 ち
、
 

モ
 
デ
 

雛
型
と
し
て
の
役
柄
を
果
た
す
。
こ
の
重
要
な
他
者
と
 は
 、
ロ
ー
テ
ル
バ
ー
グ
に
よ
る
と
、
シ
ャ
 マ
ソ
や
 指
導
者
 な
ど
で
あ
る
が
、
後
に
 

し
て
い
る
。
第
一
に
古
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
解
体
 も
し
く
は
レ
ッ
テ
ル
の
剥
奪
、
第
二
に
重
要
な
他
者
の
影
 &
 目
、
第
三
に
新
し
い
 ア
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 ヘ
 儀
礼
を
通
じ
て
関
与
す
る
こ
と
、
が
 そ
れ
で
あ
る
。
第
一
段
階
で
は
、
古
い
 ア
 イ
デ
ン
テ
ィ
 テ
ィ
の
象
徴
的
な
死
も
 

し
く
は
解
体
が
な
さ
れ
る
。
 H
.
 

ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
の
 

分
 析
 し
た
「
格
下
げ
の
儀
式
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

-
 
：
 
-
2
 
 

第
二
段
 階
 で
は
、
自
己
自
身
に
 

よ
 る
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
 、
当
事
者
に
と
っ
て
重
要
な
他
者
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 ィ
の
 再
構
築
に
お
い
て
 

あ こ 
口 る の 
l 。 自 
ア 
  

己 

  
自 

  
身 
に - 

  よ 

サま る 

自   
己   
自 ア 

身 ノン 

Ⅴ @ し 貼 
よ @ 
る がュ 

    
    
ア マ 
ノン     
吉見 ズ 

@   
が ， の 

な 儀 
さ １し ムメⅡ L ト 

ね 、 
回 

新 @ 巴 @ 
し 

  

    
    
イ コア " 
デ     
ン ズ   

ア   
  の 

ア 
  

  
の 

ホ教 

運 
構 動 
築 の 

さ な 
れ か 
る ワ @ - 
過 見 
程   
㍗ @ し       出 

さ 

段 れ 
ド皆 る 

を の 

  で、 
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ス
テ
ィ
グ
て
か
ら
カ
リ
ス
マ
へ
の
転
換
を
解
明
す
る
理
論
 

上
の
視
座
を
ロ
ー
テ
 

ソ
 ・
パ
ー
 

グ
 の
観
点
は
提
供
し
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
ス
テ
ィ
グ
て
か
ら
カ
リ
ス
マ
へ
と
転
換
す
る
社
会
的
 

過
程
を
分
析
し
て
い
る
の
が
、
先
に
名
を
挙
げ
た
、
 

W
 リ
ッ
プ
で
あ
る
。
 

彼
 

は
そ
の
過
程
を
一
種
の
弁
証
法
的
過
程
と
し
て
呈
示
し
 

て
い
る
。
ス
テ
ィ
グ
マ
 

化
 
自
己
ス
テ
ィ
グ
マ
 

化
 
カ
リ
ス
マ
化
が
そ
れ
で
 

あ
る
 0
 自
己
ス
テ
ィ
グ
マ
化
が
ス
テ
ィ
グ
 

マ
 
を
カ
リ
ス
 
マ
 へ
と
止
揚
す
る
契
機
だ
と
い
え
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
自
己
 
ス
テ
ィ
グ
マ
化
と
は
、
 

ス
テ
ィ
グ
 
マ
 の担
い
手
が
そ
の
ス
テ
ィ
グ
マ
窒
息
 

抹
 す
る
 
否
定
的
な
価
値
・
評
価
を
無
効
と
し
、
そ
れ
の
 

再
 解
釈
 対
抗
評
価
を
行
な
 

い
、
ス
テ
ィ
グ
 

マ
 
を
積
極
的
に
受
容
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
 

る
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
の
周
縁
領
域
に
お
い
て
 

危
 機
 に
顔
し
た
ア
 

イ
 デ
 シ
 

テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
築
す
る
、
と
リ
ッ
プ
は
い
う
 

0
 い
わ
ば
 「
汚
名
」
を
「
聖
痕
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
 

ス
 テ
ィ
グ
マ
化
は
、
逸
脱
 

意
識
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
行
動
を
導
 

き
 、
ス
テ
ィ
グ
 
マ
の
 
否
定
的
価
値
を
肯
定
的
価
値
と
し
て
正
当
化
す
る
。
 

こ
こ
か
ら
新
た
な
価
値
 

及
び
関
係
が
創
造
さ
れ
、
 

ヵ
 リ
ス
マ
化
が
達
成
さ
れ
る
。
 

こ
の
自
己
ス
テ
ィ
グ
マ
化
と
は
「
象
徴
的
な
超
越
」
で
 

 
 

カ
リ
ス
マ
を
相
互
に
交
換
可
能
な
も
の
と
し
、
社
会
の
 

「
周
縁
」
に
位
置
づ
げ
ら
れ
た
行
為
者
を
社
会
の
「
中
心
 

」
へ
と
方
向
づ
け
る
。
 

リ
ッ
プ
の
自
己
ス
テ
ィ
グ
マ
 

化
 な
る
概
念
は
 
、
 何
よ
り
 
も
 「
汚
名
」
を
「
聖
痕
 

1
 
一
 へ
と
変
容
さ
せ
る
 

シ
シ
 
ボ
リ
ッ
 
ク
な
 
相
互
作
用
過
程
 

輯
 
敵
を
指
し
て
い
る
 

あ
る
 

0
 こ
れ
は
ロ
ー
テ
ン
バ
ー
グ
の
い
う
自
己
 

0
 こ
の
こ
と
は
「
聖
痕
・
一
の
顕
現
 

自
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
 0
 そ
れ
は
既
存
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
解
体
で
あ
 

 
 

上
 す
る
社
会
的
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
必
要
な
理
論
 

 
 

 
 

釣
枠
組
を
構
成
し
 

ぅ
る
 だ
 る
 

り
 、
そ
れ
に
伴
い
、
そ
の
 

ァ
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  そ の 視れるはなで 座 たる、 あ 新 
経 が 資 い か す る 宛宗 

      
    
烙 『 た辛 0 で述 生活 信」 し力 よ 、 宗教 教祖 世 庄ト 

苦 べ 史 の い 指 が 自 

に た を 存 。 導 か が 
満 ス 再 往 そ 者 か 巫 
ち テ 構 に れ と る 俗 

的伝統 た 舌口 動々グマ 成する よるか は何よ して教 立 宗教 

に と 以 も り 祖 化 を 
着 力 外 し も が 的 基 
目 り に れ 「 成 育 盤   
教 の が 。 」 る も る 

祖 弁 な と な 上 と 民   
の が と う の 社 い 教   
な で か の 史 過 る く 

跡あ づる で るわ不 " が 程 " 仕手 会っ 
げ 。 る れ 群 友 釣 て 
る わ 。 わ 明 び 遇 い 

こ れ と れ で そ 程 る 

と わ す の あ れ を こ 

  に れ る 謀 る を 辿 と   
「 教 祖は の、 果に たょ る誕 指先 風 に     
歴 げ 約 さ 。 析 の ろ 

  
間は 変 " 法ま担 的といこ " ヵ "   
可 に の 活 性 投 マ 化で 龍佳 は特 展開 唱」 会合 階の 

を 殊 が を 休 退 る 
射 な 力 「 に 程 る 
程 限 り 聖 よ に     
れ た の へ 承 て 痕 
た 事 担 と                     の 」 
理 例 い 変 さ み の 
き命 コ に 手 容 れ 力 担 

約 し 茂 さ な り い 
視 か び せ い ス 手 

座 見 そ る 限 で と 

な い の こ り 化 し 
文 世 集 と は 過 て 
化 せ 団 が 、 程 新 
理 な を 必 絶 が し 

論い友顔え亮 にかえに ず結価 い 
提 も る な ス す 値 
4 大 し 根 る テ る   

し れ 拠   ィ と 関   
だ。 ろがのちが るわ 化理削 論造 

ぅ 。 動あ " で スぎ " っ 上す " る 

態 る テ ま 考 磁 的 ィ と え 場 
な こ グ う ら を 
人 の マ か れ 「 
間 ス か ら な 儀   
と ク     リ る と を 
い マ ス 。 い 通 

う と っ そ う じ 
京 力 へ れ の て 

で " " り ス絶 の 故は形 " " 成 
結 マ え 絶 ヵ す 

えのざえりる ざ弁るずス 。 



スティバ マと カリス マの 弁証法 

と
こ
ろ
で
、
い
 
う
 ま
で
も
な
く
彼
女
ら
は
三
者
と
も
こ
 の
 
初
め
て
の
神
が
か
り
に
よ
っ
て
 、
 直
に
教
祖
と
し
て
 認
 め
ら
れ
た
の
で
は
 
決
 

し
て
な
い
。
こ
の
初
め
て
の
神
が
か
り
を
契
機
と
し
て
、
 彼
女
ら
が
辿
っ
た
過
程
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
  
 

中
山
み
き
の
初
め
て
の
神
が
か
り
は
天
保
九
年
十
月
二
 十
四
日
、
四
十
一
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
み
ぎ
の
 息
 子
の
足
痛
、
夫
の
眼
 
u
 

 
 

 
 

病
 、
そ
し
て
み
き
自
身
の
腰
痛
を
平
癒
す
る
た
め
に
 催
 さ
れ
た
 寄
 加
持
に
お
い
て
、
み
き
が
加
持
 合
 に
な
っ
た
 時
 に
 
起
こ
っ
た
、
と
伝
え
 

の
 
一
端
を
さ
ぐ
り
た
い
と
考
え
る
。
 

中
山
み
き
、
出
口
な
お
、
北
村
 サ
ョ
 
の
三
者
が
そ
の
 
生
 清
史
の
な
か
で
、
教
祖
へ
の
道
の
り
を
歩
む
に
至
っ
た
 一
 つ
の
契
機
と
し
て
、
 

初
め
て
体
験
し
た
 凋
 豊
沃
い
わ
ゆ
る
「
神
が
か
り
」
と
 い
 う
 出
来
事
を
共
通
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
 ぅ
 の
は
、
彼
女
ら
の
 
残
 

し
た
こ
と
ば
の
な
か
に
、
初
め
の
神
が
か
り
の
 起
 こ
っ
た
 年
 が
繰
り
返
え
し
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
山
 み
 き
 は
「
月
日
ょ
り
 
三
 

 
 

十
八
ね
ん
い
ぜ
ん
に
て
 /
 あ
 ま
く
だ
り
た
る
元
の
い
ん
 ね
ん
」
 
尖
 お
ふ
で
 さ
ぎ
し
 
七
・
一
）
と
現
時
点
か
ら
初
め
 の
神
が
か
り
が
起
こ
 
づ
 

た
 天
保
九
年
へ
と
遡
行
す
る
。
出
口
な
お
は
次
の
よ
う
に
 記
し
て
い
る
。
「
出
口
直
は
因
縁
あ
り
て
、
明
治
二
十
 五
年
か
ら
お
直
の
体
内
 

器
 @
 

を
 借
り
て
世
の
変
 る
 事
や
、
世
界
に
在
る
事
を
何
も
 =
=
 

ロ
 は
し
て
在
ろ
 う
 が
な
」
（
明
治
三
十
一
年
七
月
十
六
日
）
 。
そ
し
て
、
北
村
 
サ
ョ
 

 
 

は
 
「
十
九
年
の
五
月
の
四
日
よ
り
、
肚
に
入
っ
た
神
様
 
に
、
 
せ
 き
 立
て
ら
れ
、
せ
 き
 立
て
ら
れ
、
神
経
、
気
違
、
 

信
仰
の
ば
せ
、
や
り
も
 

や
 
(
 オ
 

 
 

の
 、
つ
き
も
の
、
嫌
わ
れ
も
の
で
、
叫
び
歩
い
た
後
座
 じ
ゃ
が
」
と
昭
和
十
九
年
の
初
め
の
神
が
か
り
の
 起
 こ
っ
 た
 年
月
日
を
絶
え
ず
 繰
 

り
 返
え
し
て
い
る
。
彼
女
ら
は
い
ず
れ
の
場
合
も
 、
多
 く
の
箇
所
で
初
め
て
の
神
が
か
り
の
年
を
反
鈍
し
て
い
る
 。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
 

初
め
て
の
神
が
か
り
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
が
、
彼
女
ら
の
「
あ
ま
く
だ
り
た
る
」
、
「
 

体
内
を
借
り
て
」
、
「
 肚
 

に
入
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
 

初
 め
て
の
神
が
か
り
に
よ
っ
て
「
 神
 」
が
自
己
の
内
部
へ
 降
臨
し
、
「
 神
 」
の
 ，
 
」
 

と
ば
を
話
し
、
か
っ
「
 神
 」
の
使
命
を
果
た
す
者
へ
と
 変
身
し
た
、
と
い
ず
れ
も
解
釈
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
 こ
 の
こ
と
は
，
彼
女
ら
に
 

と
っ
て
初
め
て
の
神
が
か
り
が
自
己
の
起
点
も
し
く
は
 原
点
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
  
 



北
村
 サ
ョ
 は
昭
和
十
九
年
五
月
四
日
、
四
十
四
歳
の
時
 

、
 初
め
て
の
神
が
か
り
を
体
験
し
て
い
る
。
 

サ
ョ
 は
そ
の
 二
年
前
よ
り
、
稲
荷
 

@
 

が
 
降
り
て
い
る
。
 

 
 

み
 ぎ
は
五
友
こ
か
ん
を
産
ん
で
い
る
が
、
そ
の
前
後
、
 

「
気
の
間
遠
 
ひ
 」
に
 陥
 

7
6
 

 
 

が
 九
度
程
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
み
き
自
身
、
修
験
者
 

P
 行
屋
に
四
十
九
日
の
 

 
 

（
ま
た
は
九
十
日
）
籠
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
み
 

き
 の
神
が
か
り
は
、
夫
や
息
子
の
も
た
ら
し
た
家
庭
内
の
 

問
題
へ
の
苦
悩
も
伴
い
 

つ
つ
、
主
と
し
て
産
後
の
肥
立
ち
の
悪
化
に
よ
る
「
気
の
 

 
 

の
神
が
か
り
は
三
日
間
 

続
い
た
。
そ
の
際
、
 
み
 ぎ
に
降
り
た
神
は
「
天
満
宮
」
 
「
天
の
（
 
左
 ）
将
軍
」
「
天
の
将
軍
」
「
大
神
宮
」
な
ど
 

と
 名
乗
っ
た
。
ま
た
、
 

二
十
六
日
夜
に
は
再
び
神
が
か
り
と
な
り
、
国
常
立
尊
、
 

両
足
尊
な
ど
「
千
住
 
神
 」
が
次
々
と
降
臨
し
た
・
 
と
伝
 ぇ
 ら
れ
て
い
る
。
 

出
口
な
お
の
初
め
の
神
が
か
り
は
明
治
二
十
五
年
 

旧
正
 戸
五
日
、
五
十
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
そ
れ
 

二
人
の
娘
。
 

-
4
-
3
 

，
 0
 
 
ま
 
@
 

の
神
が
か
り
に
引
 
き
 

続
い
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
な
お
は
寡
婦
 

で
あ
り
、
家
は
破
産
し
、
糸
引
き
や
 

艦
複
 ・
紙
屑
買
い
に
 
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
 
家
 

計
を
支
え
て
い
た
極
度
の
「
困
窮
者
」
で
あ
っ
た
。
 

三
 支
 ひ
さ
の
神
が
か
り
は
金
光
教
の
布
教
師
の
祈
 

禧
 に
よ
っ
 て
 平
癒
し
た
。
こ
の
 

時
 、
な
お
は
「
艮
の
金
神
の
ご
守
護
」
と
い
う
こ
と
は
 

を
 聞
き
、
そ
の
幸
一
五
 

戒
 に
驚
し
た
と
し
わ
れ
る
 

@
 ，
、
 

（
 
5
@
3
 
 

0
 当
時
、
新
 理
勢
力
で
あ
っ
た
金
光
 

教
や
天
理
教
な
ど
が
神
仏
分
離
以
降
の
民
間
信
仰
 

｜
民
 俗
 宗
教
の
秩
序
を
再
 

よ
れ
，
 

扁
 
%
 
*
6
@
3
 

し
つ
つ
あ
っ
た
。
長
女
大
槻
 
の
神
が
か
り
は
年
の
暮
 

れ
の
 餅
 つ
ぎ
の
時
に
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
な
お
の
神
が
か
 

り
の
一
週
間
前
で
あ
っ
た
 
0
 な
お
は
長
女
の
見
舞
い
に
 
頻
採
に
 出
か
け
・
て
い
る
 

が
 、
そ
の
頃
よ
り
「
神
霊
の
世
界
」
 
へ
 登
り
、
神
々
や
 
し
 

 
 

は
 旧
正
月
五
Ⅱ
の
夜
、
 

 
 

長
女
の
見
舞
い
に
行
 
き
 、
夜
遅
く
帰
宅
し
た
時
「
オ
人
 

将
ノ
ョ
ウ
々
 仝
 
@
8
-
3
 
 

斤
ニ
 を
 張
り
あ
げ
た
。
こ
れ
が
な
お
の
神
が
 
か
り
の
始
ま
り
で
あ
 

り
 、
そ
の
後
十
三
日
間
に
渡
り
断
食
し
、
不
眠
の
ま
ま
 

水
 垢
離
を
と
り
続
け
た
。
な
お
に
降
り
た
「
 

神
 」
は
良
之
 金
神
で
あ
る
。
が
 
、
後
 

の
神
が
か
り
で
は
弁
天
 
様
 、
福
知
山
の
氏
神
、
宇
佐
八
幡
 

、
 又
旅
 の
 政
蔵
 、
役
の
行
者
、
天
照
大
神
、
先
達
磨
な
 

ど
 多
種
多
様
な
「
 
神
 」
 



 
 

 
 

 
 

ス
 

  

下
げ
の
行
者
の
下
で
「
丑
の
刻
の
日
参
詣
 り
 」
を
始
め
 て
い
る
。
そ
れ
は
北
村
家
の
離
れ
屋
敷
を
全
焼
さ
せ
た
 犯
 人
を
捜
す
た
め
に
始
め
 

ら
れ
、
後
に
一
人
息
子
の
軍
隊
内
で
の
ス
パ
イ
容
疑
を
 晴
ら
す
と
い
う
目
的
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
参
詣
を
継
 続
 し
て
ゆ
く
な
か
で
、
 

サ
ョ
 は
次
第
に
「
い
ろ
い
ろ
神
よ
り
の
感
応
を
は
っ
き
り
 受
 げ
ら
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
（
 
た
 
U
@
 

4
 
 

」
。
そ
し
て
、
 
神
が
か
り
が
 い
わ
ば
必
然
的
に
訪
れ
 

た
の
で
あ
る
。
 サ
ョ
 が
 逮
伏
 し
た
も
の
に
向
か
っ
て
「
 お
前
は
誰
か
二
と
尋
ね
る
と
、
「
と
 う
病
だ
 」
と
答
え
た
 と
い
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
彼
女
ら
は
初
め
て
の
神
が
か
り
の
後
、
共
 通
し
て
断
続
的
に
で
は
あ
れ
、
長
期
に
渡
る
神
が
か
り
を
 幾
度
と
な
く
体
験
し
 

て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
親
兄
弟
・
 親
 族
 の
 者
 ・
周
囲
の
人
び
と
の
勧
め
に
よ
り
、
あ
る
い
は
 自
 ら
す
す
ん
で
巫
女
や
行
 

者
の
「
治
療
」
を
受
け
る
が
、
平
癒
す
る
こ
と
は
な
か
 っ
た
 。
彼
女
ら
は
と
も
に
世
帯
の
切
盛
り
を
圧
さ
れ
、
・
 
過
 重
 な
労
働
に
よ
り
家
計
 

を
 支
え
ね
ば
な
ら
ぬ
四
、
五
 0
 代
の
主
婦
で
あ
っ
た
。
 だ
 が
 、
頻
発
す
る
神
が
か
り
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
 主
 婦
の
務
め
を
抜
櫛
せ
ざ
 

る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
女
ら
は
神
が
か
り
が
鎮
静
す
る
 た
び
に
「
絶
え
ず
神
が
か
り
に
よ
る
振
舞
を
恥
じ
、
日
常
 生
活
に
復
帰
し
ょ
う
 と
 

 
 

努
め
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
果
た
せ
ず
、
三
者
と
も
自
殺
 を
 試
み
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
か
か
る
過
程
の
な
か
で
、
 中
山
み
き
は
「
狂
人
」
 

「
乱
心
」
「
 一
狐
 

」
き
り
 

肋
 
漏
 つ
き
「
 

か
 
疽
癬
 

"
 
 
計
一
シ
 ミ
 出
口
な
お
は
「
 尭
ル
狂
 

4
 ト
が
 
い
 
鍛
あ
 」
「
 狐
縄
き
 」
「
 狸
 %
 き
」
「
飯
綱
使
い
・
 
一
 「
 
や
 ま
こ
」
と
、
そ
し
て
 北
 

 
 

 
 

  

法
 

寸
土
 

が
も
主
婦
と
し
て
の
役
柄
を
剥
奪
さ
れ
、
日
常
生
活
の
 
あ
ら
ゆ
る
局
面
か
ら
疎
外
・
排
除
さ
れ
て
、
い
わ
ば
 社
 会
の
周
縁
領
域
へ
と
象
徴
的
 

に
あ
る
い
は
実
質
的
に
隔
離
さ
れ
て
い
っ
た
。
彼
女
 ろ
 は
ス
テ
ィ
グ
 マ
 の
担
い
手
と
な
っ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
 ス
テ
ィ
グ
マ
化
の
段
階
に
至
 

と
 

 
 
 
 

マ
 
っ
た
の
で
あ
る
。
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中
山
み
き
、
出
口
な
お
、
北
村
 サ
ョ
 の
三
者
は
と
も
に
 
神
 が
か
り
を
繰
り
返
え
し
、
「
異
常
な
」
振
舞
を
す
る
に
 及
ん
で
ス
テ
ィ
グ
 マ
 

の
 担
い
手
「
 徴
 つ
き
」
に
な
っ
た
。
だ
が
、
彼
女
ら
に
 と
っ
て
 、
 与
え
ら
れ
た
蔑
称
や
「
汚
名
」
 

ほ
 承
認
し
難
い
 
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
 

い
 う
 ま
で
も
な
い
。
と
同
時
に
、
自
己
に
 巡
伏
 し
た
「
 神
 」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
見
極
め
難
く
 、
自
 己
 2
 行
立
い
わ
ば
 ア
イ
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
に
晒
さ
れ
た
。
彼
女
ら
に
共
通
 し
て
み
ら
れ
る
自
殺
の
試
み
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
 ま
た
、
「
 神
 」
へ
の
 疑
 

 
 

ら
は
継
続
し
て
起
こ
る
神
が
か
り
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
 れ
 特
異
な
行
動
を
と
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
「
 神
 」
を
確
信
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
 

中
山
み
き
は
「
現
神
様
の
思
召
し
の
ま
ま
に
内
蔵
に
こ
 も
ら
れ
る
日
が
多
か
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
 

-
2
"
4
 

内
 蔵
 」
へ
の
籠
り
は
 三
 

年
間
に
及
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
「
神
様
の
仰
に
し
た
が
 っ
て
黒
の
を
も
し
も
の
ば
か
り
め
し
て
世
帯
の
事
に
は
 お
 か
ま
い
あ
そ
ば
れ
ず
 せ
 

 
 

ん
こ
老
木
た
て
 
又
 な
む
て
ん
 
り
 お
ふ
の
 
命
ノ
 
Ⅰ
と
唱
へ
て
 

 
 

「
内
蔵
」
へ
の
籠
り
の
 

状
況
と
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
み
 き
 は
「
 貧
 に
 落
ち
ぎ
れ
」
と
い
う
「
 
親
 神
の
思
 召
 」
に
よ
り
、
 

食
 物
や
着
物
や
金
銭
を
施
 

し
、
 
「
こ
の
家
形
取
り
払
え
」
と
か
「
明
日
は
 

、
 家
の
 一
 
局
 塀
を
取
り
払
え
」
な
ど
と
「
 家
 」
の
解
体
を
命
じ
た
。
 
こ
こ
に
は
み
 き
 の
「
 家
 」
 

意
識
及
び
中
山
家
の
現
状
が
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
 だ
が
、
み
き
に
と
っ
て
は
す
べ
て
が
「
現
神
の
思
 召
 」
 だ
と
す
る
理
解
な
い
し
 

 
 

 
 

解
釈
以
外
あ
り
え
な
い
。
か
か
る
理
解
・
解
釈
を
可
能
 に
さ
せ
た
の
が
「
内
蔵
」
と
い
う
籠
り
の
空
間
で
あ
っ
た
 。
籠
り
の
空
間
で
の
 

「
 
神
 」
と
の
出
会
い
は
「
狂
人
」
な
ど
の
「
汚
名
」
を
 無
 効
 と
し
、
「
 神
 」
へ
の
確
信
を
深
め
さ
せ
、
「
 親
 神
の
 思
 百
一
の
内
面
化
と
そ
 

の
 実
践
へ
導
い
た
と
い
え
る
。
 

二
 
籠
り
と
巡
り
 



は
神
様
の
前
へ
行
き
て
居
れ
ば
、
神
様
の
事
が
善
く
判
る
 

嬉
し
さ
に
七
十
五
日
寝
ず
に
、
神
様
の
御
用
聞
い
て
 

居
 り
ま
し
た
。
ど
の
い
 

喚
 

い
て
も
唯
一
人
聞
い
て
呉
れ
る
者
は
無
し
、
出
口
、
夜
 

分
 に
な
る
と
寝
さ
せ
ず
に
置
い
て
、
能
の
舞
ま
ほ
し
 

た
 り
 、
三
番
 斐
舞
 は
し
た
 

り
、
 誠
に
珍
し
ぎ
事
が
判
る
か
ら
夜
分
 

寝
 い
で
も
苦
に
 
な
ら
ぬ
」
 
繍
治
 三
十
四
年
正
月
五
日
）
。
ま
た
、
「
 

神
 」
 に
 「
乞
食
の
真
似
し
て
 

居
り
て
下
さ
れ
」
と
命
じ
ら
れ
る
と
、
な
お
は
忠
実
に
 

そ
れ
を
実
行
し
た
。
そ
し
て
、
初
め
の
神
が
か
り
か
ら
 

一
年
三
ヵ
月
程
経
っ
た
 

頃
、
な
お
 
ほ
 近
所
の
者
の
噂
に
よ
り
放
火
犯
の
嫌
疑
を
 

受
 け
 、
留
置
所
に
入
れ
ら
れ
、
次
い
で
座
敷
牢
に
 

四
 0
 日
 間
 監
禁
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
座
敷
牢
へ
の
監
禁
は
な
お
に
と
っ
て
「
さ
ら
し
も
の
 

」
で
あ
る
一
方
、
「
か
み
か
ら
の
 

つ
ご
ぅ
 
の
こ
と
で
あ
 
り
た
」
（
明
治
三
十
三
 

年
 十
月
五
日
）
と
い
う
解
釈
へ
反
転
さ
れ
て
い
る
。
 

座
 敷
 牢
は
絶
望
と
死
の
空
間
で
あ
っ
た
。
が
、
な
お
は
「
 

神
 」
の
「
 
っ
ご
ぅ
 
」
を
 感
 

 
 

と
 座
敷
牢
を
変
容
さ
せ
た
。
な
お
の
こ
と
は
に
よ
る
と
こ
 

ぅ
 で
あ
る
。
「
牢
か
ら
 

出
て
・
・
・
…
家
も
売
り
道
具
も
売
り
、
綺
麗
に
 

斬
 
さ
ら
 

り
に
 

出
 ロ
 他
か
ら
見
る
と
、
 
モ
ゥ
 あ
か
ん
様
に
思
ふ
て
、
鹿
 

道
 、
 日
 方
 へ
家
 
売
り
て
下
さ
 

れ
た
の
が
、
今
に
な
り
た
ら
誠
に
結
構
、
 

こ
ふ
迄
 
致
さ
 ん
と
此
の
取
次
は
出
来
ぬ
の
ざ
と
、
出
口
糸
引
き
て
、
 

新
 つ
に
衣
類
 
捕
 へ
て
 
、
生
 

り
に
」
な
っ
た
と
い
い
、
ま
た
「
生
ま
れ
赤
児
が
 
離
れ
赤
児
に
な
り
た
の
 

」
け
に
 

翰
ぃ
 

斬
 社
会
的
に
は
「
 
ざ
 
狐
侭
き
 

。
 皆
神
が
満
 

」
「
狂
人
」
な
ど
の
 

て
あ
る
ぞ
 

よ
 

 
 

 
 

「
綺
麗
に
 
新
 つ
に
」
な
っ
た
こ
と
を
「
聖
痕
」
と
し
 

て
 呈
示
し
、
自
己
を
「
生
ま
れ
赤
児
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
な
お
は
自
己
を
変
 

と
 

 
 
 
 

マ
容
 さ
せ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

北
村
 サ
ョ
 は
「
と
う
 
病
 」
と
自
ら
称
す
る
「
肚
の
 

中
の
も
の
Ⅰ
を
「
邪
神
」
と
疑
い
な
が
ら
も
、
こ
の
「
 

  

 
 

近
隣
の
人
び
と
を
「
蛆
の
乞
食
」
「
ほ
い
と
の
乞
食
」
 

「
国
賊
の
乞
食
」
と
罵
り
、
ま
た
数
え
歌
を
 

う
 た
い
泣
訴
 
法
 を
行
な
っ
た
。
 
サ
ョ
 

出
口
な
お
は
初
め
の
神
が
か
り
後
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
 た
 。
「
昼
は
商
売
、
夜
分
は
宵
の
口
に
一
寝
入
致
し
た
ら
 、
 起
て
水
を
浴
び
て
 



は
 昭
和
十
九
年
の
秋
頃
か
ら
翌
年
の
七
月
頃
ま
で
、
「
 紳
 
一
に
命
じ
ら
れ
、
真
夜
中
か
ら
明
け
方
に
か
け
て
「
 山
 @
n
 

ワ
 
行
 二
 を
し
た
。
 
@
@
 

し
 n 
か
 
リ
 

籠
り
と
し
て
の
「
山
の
行
」
を
続
け
る
な
か
で
、
 

サ
ョ
 の
 
「
肚
の
甲
の
も
の
 1
 
一
は
 「
と
 う
病
 二
か
ら
「
口
の
番
頭
 」
へ
、
そ
し
て
「
指
導
 

神
 」
へ
と
名
を
変
え
て
い
る
。
「
山
の
行
 二
 が
終
る
頃
、
 
サ
ョ
 は
十
日
間
下
痢
が
続
き
、
「
今
日
は
家
の
前
の
畑
 の
中
に
行
っ
て
大
便
せ
 

よ
 」
と
命
じ
ら
れ
た
。
「
ま
る
で
赤
ん
坊
の
便
の
よ
う
な
 、
き
れ
い
で
 真
黄
 な
健
一
が
出
た
と
い
う
。
「
今
日
で
 人
間
の
糞
 腹
を
皆
 下
し
 

て
、
 神
の
赤
子
に
な
っ
た
。
今
日
か
ら
天
人
の
赤
ち
や
ん
 ぞ
 ・
 
一
 と
「
肚
の
神
」
は
教
え
た
。
 

サ
ョ
 は
次
い
で
「
 天
 人
の
赤
ち
ゃ
ん
」
か
ら
 

「
赤
ち
ゃ
ん
腹
を
下
止
し
て
「
天
人
の
十
七
、
八
」
と
な
 
り
 、
そ
し
て
「
 娘
 腹
を
下
し
て
、
天
人
の
二
十
五
歳
」
 

と
な
り
、
最
後
に
布
団
 

に
 包
ま
る
と
い
う
象
徴
的
な
籠
り
を
行
な
い
「
 天
照
 皇
天
 神
の
一
人
娘
」
と
な
る
。
そ
の
時
、
男
神
「
皇
大
神
」
 と
女
神
「
天
照
大
神
」
 

ガ
 一
体
と
な
り
、
 
サ
ョ
 の
「
お
肚
を
宮
と
し
て
、
も
。
大
峰
」
 っ
 た
と
い
う
。
 
サ
ョ
 は
下
痢
と
い
う
生
理
的
な
排
泄
 行
 為
に
よ
っ
て
「
天
人
の
 

@
 
蝸
 @
 

 
 

 
 

赤
 ち
や
ん
」
か
ら
「
天
魚
皇
大
神
の
一
人
娘
」
へ
と
 誕
 生
 と
成
長
を
象
徴
的
に
体
験
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
 は
神
 婚
 の
 隠
 楡
を
看
取
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ザ
ョ
 は
「
山
の
行
」
の
最
終
段
 階
 で
、
山
と
い
う
籠
り
の
空
間
の
な
か
を
通
過
し
て
、
 

二
 シ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
 過
 

程
を
遂
行
し
て
い
る
。
 

サ
ョ
 は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
神
経
、
 

気
運
、
信
仰
の
ぼ
 せ
 、
や
り
も
の
、
つ
ぎ
も
の
」
と
い
 っ
た
 
「
汚
名
」
を
逆
転
 

さ
せ
て
、
「
天
人
の
赤
ち
ゃ
ん
」
と
し
て
再
生
し
、
 

か
 つ
 
「
 天
照
 皇
大
神
の
一
人
娘
」
と
な
り
、
「
 神
 」
の
使
命
 を
 果
す
「
神
役
者
の
座
 

長
 」
な
い
し
「
後
座
」
 

ゃ
 
@
 ざ
 
と
し
 1
 
イ
 
Ⅱ
「
 肚
 二
の
な
ム
ル
 
@
 
の
 
「
 
宮
 」
に
「
聖
痕
・
 一
 を
担
 う
 の
で
あ
る
 

中
山
み
き
、
出
口
な
お
、
北
村
 サ
ョ
 の
三
者
は
い
ず
れ
 も
 初
め
の
神
が
か
り
以
後
、
彼
女
ら
の
宗
教
文
化
的
土
壌
 と
し
て
あ
っ
た
民
間
 

信
仰
 ｜
 民
俗
宗
教
に
因
ん
だ
「
 神
 」
の
 想
 依
を
体
験
し
 て
い
る
。
そ
の
過
程
の
な
か
で
、
彼
女
ら
が
関
わ
り
を
も
 っ
 た
者
は
巫
 俗
 的
伝
統
 

を
 継
承
し
た
修
験
者
・
行
者
・
巫
女
な
ど
の
 巫
 者
で
あ
 っ
た
 。
 寄
 加
持
や
糠
ぎ
も
落
と
し
の
 祈
 蒔
な
ど
を
媒
介
 と
 し
て
、
立
者
が
彼
女
ら
 

に
と
っ
て
重
要
な
他
者
に
な
っ
た
。
た
だ
、
立
者
と
の
 関
 係
は
神
が
か
り
の
平
癒
を
目
的
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
 か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
 

も
 、
彼
女
ら
の
神
が
か
り
は
 立
 者
に
よ
っ
て
治
癒
し
え
 ず
 、
彼
女
ら
は
ス
テ
ィ
グ
 マ
 の
担
い
手
「
 徴
 つ
ぎ
」
と
し
 て
 社
会
の
周
縁
領
域
へ
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巫 郷 の の る 名 し て た 皇 や 拠 べ の 初 き 
て よ の 大 し す て 「 め た行 にこ 」 友釣 だ も 近在 へ 中山 み である 籠りの 。籠り @ よ、 呈示 4 -a- であ 神の 」 る べき の 出 神 」   

は の 初 
遊 「 め 
行 お の 

的 牧 神   
形 げ が 重 テ 」 「 こ し い な 重 の 侯 と 以 
態 」 か 
な に り 

も 出 か 他 ％ 分 」 ニ   
っ か ら   

エ己者 まとし。 " 依 たと 。 絶   
もよ 0  て ン が、 」 」 聖 意 べ ろ 負 

  
」 た び 

の め や   は の と 

を 人 」 
頭 目 な 

ん な 
た た た 
  小よ     

そ 凹 ま 型 さ た い り 。 、 な 柄 に かれ 

し て日 - 卜 た 、 
、 間 そ 。彼 。すなとしたせた た 象 「狂人」 かくし 的 スマ すなわ ゴ ホ サ ヒ寸 ったの を剥奪 出会う を引 き 

み 滞 の 「 徴 わ 

き はす 存亡 、 る た あ る に 
「 る 八 

庄 こ 午   
塁 と 後 」 い ス は 機 を の 山 ら そ っ て 
敷 も よ   てい にとっ ってよへと 導 寵 ティバ 、 「神経」 自己を はここ 雛型と 赤ちや み ぎは して 月   る り、 

を た総み 「 に し ん て 自 。 の 
び 。 @  ぎ 

や い は 「月日 く契機い。し 化が て とい 神 」 あっ て自 」、 ヵ 己そ をれ間 空 
を か そ つ の た 己 ら 「 神 ・含はと 

」 め 彼 は 

え 
と き 近   
81@ (195) 

 
 

と
 疎
外
，
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
周
縁
領
域
が
 籠
 り
の
空
間
に
な
っ
た
。
彼
女
ら
は
世
間
に
対
し
て
 衿
持
を
 も
ち
、
生
活
を
律
し
て
 



て
た
。
こ
の
「
つ
と
め
場
所
」
は
「
 

神
 」
を
祀
り
、
祭
儀
 

な
 行
な
う
場
、
つ
ま
り
祭
祀
の
場
と
し
て
、
 

み
 
ぎ
の
 
拠
 点
 に
な
っ
た
。
 

出
口
な
お
は
座
敷
牢
を
出
た
後
、
住
む
べ
き
家
も
な
く
、
 

娘
た
ち
の
嫁
ぎ
先
に
寄
寓
し
つ
っ
、
糸
引
き
や
 

裾
複
買
 

い
に
出
た
り
、
金
光
 

教
や
天
理
教
の
教
会
を
巡
り
歩
い
て
い
た
。
「
教
祖
は
 

濫
 襖
を
買
っ
て
近
郷
近
在
を
歩
 

き
 廻
っ
て
居
ら
れ
ま
し
た
 

が
 、
具
案
ほ
人
助
け
が
 

 
 

 
 

び
 
国
家
神
道
の
解
体
と
 

 
 

@
 
臼
 
@
 

主
で
し
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
座
敷
牢
と
い
う
 

籠
 り
の
空
間
か
ら
巡
り
の
空
間
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 
、
な
お
は
霊
威
を
示
 

し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
山
み
き
以
上
に
 

遊
行
的
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
な
お
は
「
綾
部
の
金
神
 

さ
ん
」
と
し
て
知
ら
れ
 

る
よ
う
に
な
る
。
明
治
二
十
年
代
よ
り
既
に
亀
岡
や
福
 

知
 山
に
教
線
を
拡
張
し
て
い
た
金
光
教
に
よ
っ
て
 

、
な
 
お
の
 
霊
能
 
が
見
い
出
さ
 

ね
 
、
初
め
の
神
が
か
り
か
ら
二
年
九
ヵ
月
後
、
な
お
は
 

金
光
教
の
布
教
師
と
と
も
綾
部
に
広
前
を
開
設
す
る
に
 

至
 る
 。
な
お
に
と
っ
て
は
 

艮
の
金
神
の
祭
祀
の
場
が
漸
く
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
 

意
 抹
 す
る
。
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
金
光
教
の
傘
下
に
あ
 

り
 
、
な
お
は
艮
の
金
神
 

を
 単
独
に
祀
る
こ
と
を
求
め
、
金
光
教
 

よ
 り
離
れ
た
。
 

そ
 し
て
、
明
確
に
金
光
教
 

よ
 り
独
立
す
る
の
は
、
上
田
喜
 

三
郎
（
後
の
出
口
王
仁
 

三
郎
）
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
 

北
村
 
サ
ョ
 
は
初
め
の
神
が
か
り
か
ら
一
年
二
ヵ
月
程
 

経
 て
 
、
自
宅
を
「
道
場
」
と
し
て
説
法
を
始
め
て
い
る
。
 

そ
 れ
は
サ
ョ
 

が
「
天
人
 

0
 
千
 セ
 
、
 八
 」
に
な
っ
た
二
日
後
で
あ
る
。
そ
の
頃
よ
り
 

、
サ
ョ
 

は
 雨
 
ぎ
も
の
落
し
（
 

悪
珪
 
一
五
済
度
）
を
始
め
て
い
 

る
 
。
 サ
ョ
 
は
「
 
田
 
布
施
 

の
 
土
神
様
」
と
か
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
。
戦
後
 

、
サ
ョ
 

は
「
同
志
（
信
者
 

ピ
を
 
引
き
連
れ
て
、
警
察
 

や
サ
ョ
 

の
命
ず
る
家
の
 

前
で
「
 

名
 妙
法
連
結
経
」
と
唱
え
る
「
 

肚
 ね
り
」
と
 

称
 す
る
修
行
を
頻
繁
に
得
な
い
、
ま
た
「
無
我
の
舞
」
に
 

ょ
 り
 「
踊
る
宗
教
」
と
し
 

て
 
全
国
的
に
知
れ
渡
る
契
機
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
 

東
 京
へ
の
布
教
も
開
始
し
て
い
る
 

0
 サ
ョ
 
の
場
 
ム
ロ
 

、
中
山
 

み
 
き
 及
び
出
口
な
お
の
 

い
う
 
状
況
が
大
い
に
与
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
 

と
と
も
に
 

サ
ョ
 
の
も
つ
行
動
力
が
あ
る
。
 

中
 
m
 み
き
、
 

出
口
な
お
の
場
合
、
行
 

(196) 

呼
ば
れ
る
に
至
り
、
さ
ら
に
後
の
木
 席
飯
降
伊
蔵
は
妻
 の
 産
後
の
煩
い
を
み
き
に
よ
っ
て
助
け
て
貰
っ
た
お
礼
に
 
「
つ
と
め
場
所
」
を
 建
 

2
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の 女 機 
で ら 関 
あ は た 
る 駆 る 
  者 警 

い 拘 禁 
わ 存 権 力 さ 、 在と。 と 
ス し 衝 
テ て 突 
4 カ す 
グ リ る 
マ ス こ 

と っ と 

力 の に 

リ 担 な   
の と ま 
弁 み た 
証 な 地 
法 さ 域 
が れ 社 
始 る 会 
動 と の 
す と な 
る も か 
  ほ で 
奇 

他 異 
方 な 
で、 眼 
は で 
ま み 
た ら 
百 れ 
び る 
ス こ 

- ア と 
ィ に   
て な 
イヒ っ 
を た な 
さ す 
れ な 
る わ 

至 。に ち 
る 彼 

83@ (197) 

役
柄
を
強
靱
に
遂
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
 

と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
彼
女
ら
は
既
成
の
宗
教
 

勢
 力
や
地
方
行
政
の
末
端
 

彼
女
ら
は
突
破
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
よ
り
 

も
 「
 
神
 」
を
雛
型
と
し
て
、
自
己
神
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 確
立
し
た
、
自
己
の
 

正
音
的
存
在
と
み
な
さ
れ
た
。
が
、
彼
女
ら
は
地
域
の
 

巫
 看
的
存
在
に
留
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
民
俗
宗
教
の
 

巫
俗
 的
伝
統
の
枠
組
を
 

る
 。
 

彼
女
ら
は
三
者
と
も
ス
テ
ィ
グ
マ
 化
｜
 自
己
ス
テ
ィ
グ
 
マ
化
｜
 カ
リ
ス
マ
化
の
過
程
を
辿
り
、
自
己
の
霊
威
を
証
 明
 す
る
こ
と
に
 
よ
 り
 

能
の
証
明
 ｜
 承
認
に
よ
っ
て
、
立
者
的
存
在
と
し
て
 
一
 
定
の
地
域
社
会
の
な
か
で
是
認
さ
れ
る
過
程
を
カ
リ
ス
マ
 

化
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
 

 
 

が
ヵ
リ
 ス
 マ
 の
証
明
を
可
能
に
さ
せ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
 籠
 か
の
空
間
に
お
け
る
霊
威
・
 

霊
 能
の
充
填
、
巡
り
の
 空
 間
 に
お
け
る
霊
威
・
 
霊
 

 
 

 
 

域
 社
会
の
な
か
で
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
地
域
の
巫
 音
的
な
存
在
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
籠
り
か
 ら
 巡
り
へ
の
空
間
移
動
 

能
を
証
明
し
た
。
そ
れ
に
 ょ
 り
、
中
山
み
き
は
「
庄
屋
 散
村
の
を
び
や
神
様
」
と
、
出
口
な
お
は
「
綾
部
の
金
神
 さ
ん
」
と
、
そ
し
て
 北
 

村
サ
ョ
 は
「
 田
 布
施
の
生
き
神
様
」
と
か
つ
て
の
蔑
称
 か
ら
尊
称
を
も
っ
て
称
さ
れ
る
に
至
る
。
生
き
神
も
し
く
 は
は
や
り
神
と
し
て
 地
 

中
山
み
き
、
出
口
な
お
、
北
村
 
サ
ョ
 は
い
ず
れ
も
「
 
神
 」
を
雛
型
と
し
て
自
己
神
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
威
を
 

顕
 わ
し
、
自
己
の
霊
 

同
様
、
 サ
ョ
 も
ま
た
巡
り
の
空
間
の
な
か
で
「
遊
行
す
 

る
神
 」
と
し
て
大
い
に
霊
威
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 

ま
ず
祭
祀
の
場
た
る
 

「
道
場
」
を
形
成
し
、
そ
れ
を
拠
点
に
「
遍
歴
す
る
 

ヵ
リ
 

 
 

動
 も
し
く
は
布
教
の
方
途
は
足
に
の
み
頼
る
以
外
な
か
 

っ
た
 。
 サ
ョ
 の
場
合
、
「
山
の
行
」
な
ど
に
お
い
て
は
 

自
 転
 車
が
機
動
力
ど
 た
 

り
 、
そ
の
後
、
東
京
な
ど
の
布
教
に
は
汽
車
、
ハ
ワ
イ
 

巡
 教
を
始
め
と
す
る
外
国
巡
 
教
 で
は
船
や
飛
行
機
が
用
い
 
ら
れ
た
。
先
の
二
者
と
 



幕
末
維
新
の
「
世
直
し
」
的
状
況
は
多
く
の
場
で
噴
出
 し
た
。
民
衆
を
と
り
ま
く
民
間
信
仰
 ｜
 民
俗
宗
教
も
例
外
 で
は
な
か
っ
た
。
 
中
 

凹
 み
ぎ
が
慶
応
三
年
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
を
目
撃
 し
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
 

  

た
 日
の
「
十
二
下
り
の
教
え
歌
」
は
こ
の
年
に
作
製
さ
 れ
て
い
る
。
「
 や
ぅ
き
 づ
く
 め
 」
を
説
く
そ
れ
に
は
「
 世
 直
し
」
の
待
望
が
こ
め
 

 
 

ら
れ
て
い
る
だ
 る
 5
 。
こ
の
頃
、
既
に
み
き
は
神
官
、
僧
 侶
 
・
山
伏
な
ど
地
域
の
宗
教
家
た
ち
の
攻
撃
を
受
け
て
 い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
 

縄
張
争
い
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
 秩
 序
の
動
揺
 と
相
侯
 っ
て
、
宗
教
秩
序
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
 こ
と
に
対
す
る
既
成
の
 

宗
教
勢
力
の
危
機
意
識
を
そ
こ
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
 き
る
。
彼
ら
の
宗
教
的
権
威
を
振
り
か
ざ
し
た
制
裁
が
み
 き
と
そ
の
集
団
に
加
え
 

ら
れ
た
。
み
き
た
ち
の
運
動
が
そ
れ
を
誘
発
さ
せ
た
と
 い
っ
て
よ
い
。
み
 き
 は
「
み
か
 ぐ
 ら
う
た
 ヒ
 の
な
か
で
「
 い
っ
も
わ
ら
は
れ
そ
 し
 

ら
れ
て
 ノ
め
 づ
ら
し
た
す
け
を
す
る
ほ
ど
に
」
（
三
下
 目
玉
 ッ
 ）
 と
い
 5
 。
地
域
の
宗
教
家
た
ち
の
攻
撃
や
潮
美
 に
 抗
し
て
、
み
 き
 は
 

「
 
め
 づ
ら
し
た
す
 け
 」
を
対
置
し
て
い
る
。
度
重
な
る
「
 狂
気
」
の
烙
印
を
み
 き
ほ
 
「
 
神
 」
の
霊
威
を
顕
わ
す
 ，
 
」
 と
に
よ
り
、
「
聖
痕
」
 

へ
と
変
容
さ
せ
る
。
そ
れ
が
「
 神
 」
を
雛
型
と
し
た
み
 き
 の
方
途
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
明
治
七
年
に
至
り
 、
 再
び
み
ぎ
は
地
域
の
 

宗
教
勢
力
と
の
 軋
 礫
を
引
き
起
 ，
 
」
 
す
 。
こ
の
時
期
は
明
 治
政
府
の
国
民
教
化
運
動
が
「
 淫
 祠
邪
教
」
の
統
制
・
 
麸
 ホ
 圧
へ
と
乗
り
出
し
た
時
 

@
 
お
 -
 

期
 で
あ
る
。
み
き
が
「
大
和
神
社
へ
行
 き
 、
ど
う
い
う
 神
 で
御
座
る
と
、
尋
ね
て
お
い
で
」
と
信
者
に
命
じ
た
こ
 と
に
端
を
発
し
、
奈
良
 

十
数
 院
 に
ょ
 り
 
「
信
仰
を
差
止
め
」
ら
れ
、
ま
た
 
幣
阜
 
鏡
な
ど
を
没
収
さ
れ
た
。
こ
れ
は
維
新
後
、
何
ら
変
わ
 る
こ
と
の
な
か
っ
た
 既
 

成
の
宗
教
勢
力
に
対
す
る
、
 

み
 ぎ
の
挑
戦
だ
っ
た
。
 
み
 ぎ
は
明
治
二
年
に
三
十
八
日
間
の
断
食
、
明
治
五
年
に
は
 セ
 十
五
日
間
の
断
食
、
 

そ
し
て
そ
の
後
「
別
火
別
鍋
」
い
わ
ば
自
己
神
化
の
た
 め
の
禁
欲
と
聖
別
を
行
な
っ
て
い
る
。
み
き
は
奈
良
十
数
 院
 の
 取
 調
の
 際
 「
天
理
 

四 

教 
祖 
の 
誕 

生 

            84 
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ず " 三がし 郎 " て   
も 斤 に さ 

対 す 王 れ 
上 る 仁 て 
の 勢 三 い 

北 方 郎 た 
し が の が ; 

それ あり、 をみせ 「鎮魂 

て 次 帰 は 

い 第 神 陵 
た に 洪 郎 

。 内 」 周 
か 部 が 辺 
か 対 加 の 
る 立 わ 農 

民屠 状況 は散 り、 
の 化 驚 を 

なし具申 かてを 心 

で " いもと つつし 
な お たてた 。 八不 
は ま び 集 

「たと 出、 をで 団 
修 な 惹 あ 
」 お き づ 

を は っ た 
行 正 け   

つ 一 

当時も なて 七二郎 ていっ 

なお いる の鎮 た総 0@ 
。 魂 だ の 

病気 明治三 直 柿 神法 信 が 、 
十 に 者 し 
三 好 内 が 

  
年 た 仁 た 
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王
 と
い
う
神
は
い
な
い
」
と
罵
ら
れ
、
「
 神
 」
を
否
認
 ミ
 
キ
 円
札
 
*
 に
 
。
 日
 
お
ふ
で
去
ヒ
 
き
 目
に
い
は
「
戸
ロ
Ⅱ
 

ト
土
 
ハ
ノ
 
つ
 げ
ヰ
に
 
た
 ま
い
を
と
り
は
ら
 い
 /
 

こ
の
さ
ん
ね
ん
を
な
ん
と
お
も
 う
ぞ
 」
（
第
六
号
 七
 0
 ）
 
、
そ
し
て
「
い
ま
 ム
 で
 ハ
 
高
い
山
や
と
は
 び
 か
り
て
 /
 な
 に
か
 よ
 る
づ
 を
ま
ム
に
 

し
 た
れ
ど
」
「
こ
れ
か
ら
八
月
日
の
心
ざ
ん
ね
ん
を
 /
 ほ
ら
す
る
も
 よ
ふ
 ば
か
り
す
る
そ
 や
 」
（
同
上
七
二
・
七
 ま
 ）
と
あ
る
。
「
高
山
 

（
権
力
）
」
に
よ
る
「
な
ま
い
」
の
剥
奪
が
何
よ
り
も
「
 
残
念
 二
 「
立
腹
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
み
き
は
苦
難
の
 弁
神
論
を
展
開
す
る
。
 

み
 き
 は
か
か
る
「
な
さ
い
」
の
剥
奪
に
抗
し
て
、
こ
れ
 ま
で
着
用
し
た
黒
紋
付
に
代
え
「
 土
 
あ
 
か
小
父
」
 

か
き
を
纏
 う
 。
す
な
 ね
 ち
、
こ
 う
 で
あ
る
。
 

「
い
ま
 ム
 で
 ハ
み
す
 の
う
ち
ら
に
い
た
る
か
ら
 /
 な
に
 ょ
 の
事
も
み
へ
て
な
け
れ
ど
 /
 こ
の
た
び
 ハ
 あ
か
い
と
こ
 ろ
い
 で
た
る
か
ら
 /
 と
 

の
 ょ
な
 事
も
す
ぐ
に
 み
ゑ
る
 で
 /
 こ
の
あ
か
い
き
も
の
を
 な
ん
と
を
も
て
い
る
 /
 な
か
に
月
日
が
こ
も
り
い
る
そ
 や
 」
（
同
上
上
八
一
り
エ
ハ
 

三
）
と
。
み
 き
 は
「
月
日
の
や
し
ろ
」
と
し
て
「
赤
衣
」
 を
 纏
 い
 、
「
 神
 」
の
雛
型
た
る
こ
と
を
 占
 
三
目
し
た
。
 す
 な
 ね
ち
、
「
 神
 」
の
 権
 

化
 、
生
き
神
と
し
て
自
己
神
化
を
徹
底
し
て
遂
行
し
た
。
 こ
れ
以
後
、
み
き
は
い
よ
い
よ
増
し
て
「
高
山
」
と
の
 確
執
を
深
め
て
ゆ
く
。
 

と
り
わ
け
、
明
治
十
五
年
ょ
 り
 死
の
前
年
で
あ
る
明
治
 十
九
年
に
至
る
ま
で
、
み
き
は
警
察
署
へ
の
拘
留
を
繰
り
 返
 え
し
た
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
ま
た
み
 き
 に
と
っ
て
霊
威
の
充
填
と
顕
現
を
可
 能
 に
さ
せ
た
給
分
 と
巡
 卯
の
主
題
の
反
復
で
も
あ
っ
た
の
 で
あ
る
。
 

明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
初
期
に
か
け
て
は
、
 国
 家
 神
道
が
制
度
上
の
完
成
を
迎
え
た
時
期
で
あ
り
、
ま
た
 教
派
神
道
が
編
成
さ
 

れ
る
最
終
期
で
も
あ
る
。
金
光
教
の
独
立
 は
 明
治
三
十
 二
年
で
あ
っ
た
。
同
年
、
天
理
教
は
一
派
独
立
の
公
認
を
 求
め
、
国
家
神
道
的
 体
 

裁
 を
と
っ
た
日
明
治
教
典
し
の
作
成
を
始
め
て
い
る
。
 そ
 の
頃
、
出
口
な
お
の
集
団
は
出
口
王
仁
三
郎
の
参
画
に
 よ
り
、
金
明
 雲
 学
会
と
 



千
世
界
の
大
狂
人
で
あ
 

み
ろ
く
 

世
を
立
 替
て
 、
五
六
七
 

れ
ま
で
は
、
で
ぐ
ち
 な
 

こ
と
の
ご
よ
 
う
 さ
し
て
 

「
く
そ
か
す
に
お
と
り
 

  

 
 

 
 

り
た
が
、
此
の
狂
人
が
申
し
た
神
言
が
、
毛
筋
も
違
は
ん
 、
世
界
か
ら
悉
皆
実
現
 て
 来
る
か
ら
…
…
三
千
世
界
の
 

 
 

や
り
か
た
 

の
神
政
の
経
論
法
に
致
さ
な
…
…
国
が
潰
滅
れ
て
仕
舞
 ふ
 ぞ
 よ
 。
」
（
明
治
三
十
六
年
十
一
月
十
四
日
）
。
ま
た
「
 こ
 

ど
を
、
こ
の
よ
に
は
な
き
、
お
ち
ぶ
ら
か
し
て
、
く
そ
 か
す
に
お
と
り
た
も
の
に
い
た
し
て
、
む
か
し
か
ら
な
 き
 

な
 り
 た
 ぞ
 よ
 」
（
明
治
三
十
五
年
九
月
二
十
五
日
）
と
。
 

な
お
は
「
 丸
 狂
人
」
「
三
千
世
界
の
大
狂
人
」
あ
る
い
は
 

た
も
の
」
が
「
 神
 」
の
聖
な
る
 徴
 
「
聖
痕
」
を
担
っ
て
 
い
 
る
と
す
る
。
「
汚
名
」
は
「
 神
 」
か
ら
刻
印
さ
れ
た
 

規 な は 七 て の の ま 

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
と
王
仁
三
郎
の
対
立
は
 よ
 り
 露
 青
 な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
三
十
四
年
頃
に
は
 既
 に
 警
察
の
干
渉
が
始
 

り
 、
毎
日
、
警
察
官
が
監
視
し
て
い
る
と
い
う
有
様
で
 あ
っ
た
。
王
仁
三
郎
は
合
法
化
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
 、
な
お
は
王
仁
三
郎
 

「
改
心
」
を
求
め
、
「
 
弥
 仙
田
ご
も
り
」
を
す
る
。
こ
れ
 は
 
「
二
度
目
の
岩
戸
が
く
れ
」
と
も
い
わ
れ
る
。
な
お
 は 
「
あ
ま
り
こ
こ
ろ
 

ち
 さ
い
ひ
と
、
け
い
さ
つ
こ
わ
い
よ
う
な
こ
と
で
は
、
お
 ほ
ぎ
 な
お
か
げ
は
と
れ
れ
ぞ
 よ
 。
お
ん
な
で
も
、
お
 ほ
 ぎ
な
こ
と
「
お
も
ふ
 

な
 る
ぞ
 よ
二
 
（
明
治
三
十
三
年
七
月
二
十
六
日
）
 
と
 い
 い
 

「
世
の
立
 替
 」
の
時
節
が
切
迫
し
て
い
る
こ
と
を
 訴
 え
て
い
た
 0
 な
お
は
 

日
間
の
「
 弥
 他
山
ご
も
り
」
を
終
え
、
さ
ら
に
百
日
間
 %
 星
に
籠
り
、
明
治
三
十
五
年
に
「
岩
戸
閾
 ぎ
 」
の
神
事
 な
 行
な
っ
た
。
な
お
 

の
よ
う
な
巡
り
と
籠
り
の
室
田
の
な
か
で
、
、
 

、
、
、
、
「
 

盃
侵
 

神
 ・
一
 
な
 雛
型
と
し
て
自
己
神
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
 ほ
 神
が
か
り
以
来
の
 

お
の
営
み
の
反
復
で
も
あ
る
。
 

{
 そ
 か
す
 

 
 

出
口
な
お
は
「
 神
諭
 」
の
多
く
の
箇
所
で
「
大
狂
人
」
 

「
零
落
 た
人
 」
「
牛
糞
」
「
 糞
粕
に
 劣
り
た
 者
 」
「
お
化
 物
 」
な
ど
と
自
己
を
 

甘
 る
き
ち
 

か
 

産
 し
て
い
る
。
例
え
ば
こ
 う
 で
あ
る
。
「
明
治
二
十
五
 年
か
ら
、
此
の
世
が
来
る
か
ら
、
出
口
直
は
他
人
か
ら
 見
 る
と
 丸
 狂
人
で
、
 三
 

お
の
宗
教
的
権
威
の
確
立
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
、
 

信
 者
 間
の
対
立
を
解
消
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 な

お
は
霊
威
の
証
明
と
の
 

 
 

 
 

権
威
の
樹
立
を
実
現
す
る
た
め
、
か
か
る
巡
り
の
空
間
 へ
 赴
い
た
の
で
あ
る
。
 

お
し
ま
 

に
か
け
て
な
さ
れ
た
 冠
島
 ・
 沓
 高
閲
 き
 、
鞍
馬
山
参
り
、
 
元
伊
勢
水
の
御
用
、
出
雲
の
火
と
土
の
御
用
が
そ
れ
で
 あ
る
 0
 

こ
の
出
隆
は
な
 

 
  

 



「
聖
痕
」
へ
と
変
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
丑
寅
（
 

艮
 ）
 へ
 押
し
込
め
ら
れ
た
「
 

神
 Ⅰ
や
世
に
落
ち
て
い
た
「
 

神
 1
 
一
 
な
 雛
型
と
し
て
「
 

汚
 

名
 」
を
積
極
的
に
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
 

っ
た
 
0
 
 
「
な
に
ほ
ど
わ
る
く
 

ゆ
 は
れ
て
も
、
 

き
 ち
が
い
と
 

、
ゆ
 
は
れ
て
も
、
ほ
う
 

げ
て
 
を
 る
と
ゆ
 
は
れ
て
も
、
 

き
 に
さ
え
ん
と
、
 

お
 ほ
 う
 に
な
り
て
を
 

る
 が
 け
っ
 
こ
 う
ざ
 
ぞ
 よ
 Ⅰ
（
明
治
三
十
三
年
 

七
月
二
十
三
日
）
 

と
な
 

お
は
 
記
し
て
い
る
。
「
狂
気
」
の
烙
印
を
な
お
が
受
容
 

し
 た
 時
、
「
 
神
 」
の
雛
型
と
し
て
な
お
は
立
ち
現
わ
れ
る
 

@
 
」
と
に
な
る
。
「
 

神
 」
 の
 

 
 

神
 」
の
霊
威
を
充
填
さ
せ
る
た
め
に
赴
い
た
籠
り
の
空
間
 

が
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
 

た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
「
 

ぅ
し
ぐ
そ
 

が
て
ん
か
と
る
 

」
（
明
治
三
十
六
年
三
月
二
十
七
日
）
と
い
う
こ
と
ば
は
 

、
な
お
の
苦
難
に
満
ち
 

た
 経
歴
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
弁
神
論
を
集
約
し
て
い
る
 

だ
ろ
う
。
な
お
の
「
 

神
諭
 
」
は
死
の
前
年
、
大
正
六
年
 

に
 大
本
教
団
（
皇
道
大
 

本
 ）
の
機
関
誌
日
神
霊
界
 

ヒ
に
 
初
め
て
発
表
さ
れ
た
。
 

そ
 し
て
、
こ
の
時
期
よ
り
大
本
教
団
は
飛
躍
的
な
発
表
を
 

遂
げ
る
が
、
大
正
十
年
 

と
と
も
に
、
東
が
は
誰
に
も
お
棚
機
と
い
う
て
く
れ
と
頼
ん
だ
覚
え
 

卸
 
一
年
を
「
神
の
国
の
起
万
万
年
」
と
し
、
「
神
の
碕
署
な
ど
へ
「
 

肚
 ね
り
」
を
行
な
 

う
 

 
 

烙
印
を
敗
戦
に
至
る
ま
で
刻
み
続
げ
ら
れ
た
。
 

及
び
昭
和
士
 

午
 、
不
敬
罪
な
ど
の
事
由
に
 

よ
 り
大
弾
圧
 

敗
戦
後
、
宗
教
法
人
令
の
公
布
施
行
に
 

ょ
 り
、
幾
多
の
 

 
 

 
 

を
 こ
 う
 む
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
な
お
は
死
し
て
後
も
、
 

墓
 

新
宗
教
の
族
生
を
み
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
 

北
 

 
 

 
 

を
 暴
か
れ
「
狂
気
」
の
 

村
サ
ョ
 
は
昭
和
二
十
 

れ
す
る
挑
戦
的
姿
勢
が
窺
わ
れ
よ
 

う
 。
か
か
る
 
サ
ョ
た
 
ち
の
行
動
が
「
狂
気
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
 

ァ
 こ
と
 
@
 し
 ぅ
 ま
で
も
な
い
。
「
北
村
に
 

こ
土
、
 

 
 

参
る
と
、
み
ん
な
気
違
に
な
る
。
あ
れ
だ
け
み
ん
な
を
 

気
違
 
に
し
な
げ
 

リ
ヤ
 
よ
い
の
に
」
と
か
「
北
村
に
は
、
 

裏
 に
 狐
を
飼
 
う
 て
い
て
 
参
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る
 者
に
皆
 
狐
 を
つ
げ
る
そ
う
だ
」
な
ど
と
、
噂
を
た
て
 

ら
れ
、
 
サ
ョ
 
は
地
域
社
会
の
な
か
で
孤
立
を
余
儀
な
く
さ
 

れ
る
。
 
サ
ョ
 の
一
人
息
 

子
が
復
員
し
て
、
 

田
 布
施
に
帰
っ
て
ぎ
た
の
は
昭
和
二
 

十
一
年
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
時
 

サ
ョ
 
が
息
子
に
対
し
て
 

舌
口
っ
た
 

@
 
し
と
ば
は
「
お
 

 
 

れ
は
神
 
茎
 （
神
の
く
ぎ
）
に
な
っ
た
の
だ
ぞ
」
で
あ
っ
 

た
 。
「
 
神
茎
 」
と
は
「
神
経
痛
」
つ
ま
り
「
 

気
違
 
」
で
 あ
る
。
 
サ
ョ
 に
と
っ
て
 

「
神
経
」
と
い
 

5
 
 
「
汚
名
」
は
「
 

神
茎
 
」
す
な
わ
ち
「
 

神
 

 
 

」
に
よ
っ
て
自
己
を
規
 

定
し
 、
そ
の
「
汚
名
」
が
担
っ
て
い
る
社
会
的
意
味
を
 

変
容
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
積
極
的
な
逸
脱
 

行
 勤
む
ザ
ョ
 
に
可
能
に
さ
 

せ
た
と
い
え
る
。
絶
え
ざ
る
ス
テ
ィ
グ
マ
化
は
 

、
サ
ョ
 
を
 自
己
ス
テ
ィ
グ
マ
 

化
 へ
と
導
 
き
 、
地
域
的
な
立
者
的
存
 

在
か
ら
飛
躍
さ
せ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
三
十
五
日
に
渡
る
監
禁
は
「
獄
屋
の
行
」
と
い
わ
れ
 

る
 。
こ
れ
は
籠
り
の
空
間
に
お
け
る
霊
威
の
充
填
で
あ
 

り
 、
「
 神
 」
を
雛
型
 
と
 

し
て
徹
底
し
た
自
己
神
化
を
 

サ
ョ
 
に
可
能
に
さ
せ
た
。
 

か
 く
し
て
 
サ
ョ
 
は
獄
中
は
言
 

う
に
 
及
ば
ず
裁
判
の
な
か
で
 

も
 「
 
神
 芝
居
」
の
役
者
 

0
 座
長
「
女
役
 
座
 」
と
し
て
の
役
柄
を
劇
的
に
遂
行
し
続
 

げ
た
。
 
サ
ョ
 
が
敢
え
て
自
ら
に
課
し
た
「
 

仙
侠
 

」
や
 

(
,
 

坐
 
、
な
る
 

@
 

「
汚
名
」
は
、
そ
の
 

意
 

味
 が
逆
転
さ
れ
て
、
神
聖
な
る
「
 

神
 」
の
ド
ラ
マ
を
 

演
 
じ
る
者
の
「
聖
痕
」
 

へ
 
と
変
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

-
-
 

，
っ
サ
ョ
 

已
 

は
 「
踊
る
宗
教
」
の
 

生
 

ぎ
 神
様
と
し
て
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
中
を
巡
り
歩
い
 

た
 。
ま
さ
し
く
、
「
遊
行
す
る
 

神
 」
で
あ
っ
た
。
 

サ
ョ
 
に
 お
い
て
は
、
 

 
 

間
 と
し
て
の
獄
中
、
巡
り
の
空
間
と
し
て
の
街
頭
は
「
 

神
 」
の
霊
威
の
充
填
と
顕
現
を
可
能
に
し
た
場
で
あ
る
。
 

サ
ョ
 の
「
後
座
」
な
る
 

自
称
と
「
大
神
様
一
な
る
尊
称
は
 

、
 実
に
ス
テ
ィ
グ
 
マ
 と
 カ
リ
ス
マ
と
の
絶
え
ざ
る
弁
証
法
的
展
開
の
所
産
と
い
 

え
る
。
 

中
山
み
き
、
出
口
な
お
、
北
村
 

サ
ョ
 の
三
者
と
も
地
域
 

内
の
巫
者
的
存
在
に
留
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
女
ら
 

は
 「
病
気
直
し
」
・
の
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と
 

 
 

マ
 

わ
れ
わ
れ
は
中
山
み
き
、
出
口
な
お
、
そ
し
て
 北
村
 サ
ョ
 
の
三
者
が
教
祖
へ
と
至
る
過
程
を
述
べ
て
 き
た
 。
そ
の
過
程
は
ス
テ
ィ
グ
 マ
 

 
 

 
 

テ
イ
 

ィ
ヒ
 

自
己
ス
テ
ィ
グ
マ
 
化
 @
@
 

カ
リ
ス
マ
化
と
 
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
過
程
は
一
回
 性
の
 も
の
で
は
な
く
、
幾
度
か
 繰
 

(
 

 
  

 

 
 

り
 返
え
さ
れ
る
弁
証
的
過
程
で
あ
る
。
三
者
と
も
「
 狂
 気
 」
の
烙
印
を
無
効
と
し
、
自
己
を
「
 神
 」
に
最
も
近
い
 者
と
し
て
振
舞
っ
た
。
 

スマの弁証法 

遍 
歴 
を 
  
  

お て 

して わ 
り 可 

! こ 
台 " ヒ 

ナ、 Ⅰ 

  

えた ， 5 -8   

彼 
女 
ら 
  
経 
歴 
や     

と 

  
が @ 

そ 
  
を 

脇 後五   
  
て 
  
る 

だ @ 
ろ 
ハ @ @@ ツ 

立
者
か
ら
逸
脱
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
 病
 気
 直
し
」
の
宇
宙
論
を
「
世
直
し
」
の
宇
宙
論
へ
と
 展
 開
 

は
 、
彼
女
ら
に
対
し
て
絶
え
ず
な
さ
れ
た
ス
テ
ィ
グ
マ
 化
 が
 自
己
神
化
の
契
機
と
し
て
不
断
に
作
用
し
て
い
た
こ
 

女
 ら
は
「
汚
名
」
を
「
聖
痕
」
へ
と
変
容
さ
せ
る
苦
難
 の
 弁
神
論
を
「
 神
 」
を
雛
型
と
し
た
自
己
の
役
柄
遂
行
  
 

た
 。
「
汚
名
」
を
積
極
的
に
受
容
 し
 、
そ
れ
に
対
抗
 評
 価
を
加
え
、
「
聖
痕
」
へ
と
そ
れ
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
、
 

明
確
な
姿
を
と
る
に
つ
れ
、
「
 神
 」
を
雛
型
と
し
た
 自
 

は
 、
「
 神
 」
を
雛
型
と
し
た
自
己
神
化
を
遂
行
す
る
 り
，
 

し
か
も
、
彼
女
ら
の
と
っ
た
巡
り
と
い
う
「
遊
行
的
」
 形
 

の
 空
間
は
「
汚
名
」
を
「
聖
痕
」
へ
と
変
容
さ
せ
、
か
つ
 

マ
 化
が
彼
女
ら
の
弁
神
論
の
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
 と
 

己
は
絶
え
ず
更
新
さ
れ
、
「
 神
 」
の
霊
威
を
充
 姫
 き
せ
 

ぇ
で
 恰
好
の
空
間
を
提
供
し
た
。
次
第
に
重
要
な
絶
対
 

態
は
 、
霊
威
の
顕
現
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
作
用
し
た
の
 

霊
威
を
充
填
・
顕
現
さ
せ
る
場
と
し
て
相
補
的
で
も
 

い
え
る
。
彼
女
ら
が
強
制
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
自
ら
す
 

的
 

あ
 

る
 

還
が
ス
テ
パ
 
グ
 マ
と
 カ
リ
ス
マ
の
弁
証
法
的
展
開
を
始
 動
 さ
せ
て
い
る
。
彼
女
ら
が
「
 神
 」
を
雛
型
と
し
て
 自
 己
 

の
 担
い
手
と
な
る
過
程
に
は
、
絶
え
ざ
る
ス
テ
ィ
グ
マ
 化
 と
 自
己
ス
テ
ィ
グ
マ
化
と
が
介
在
す
る
。
教
祖
の
誕
 生
 さ

せ
た
の
だ
 
0
 そ
こ
に
 

と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
 
彼
 

な
か
で
形
成
し
て
い
っ
 

つ
ま
り
自
己
ス
テ
ィ
グ
 

 
 

す
ん
で
行
な
っ
た
籠
り
 

他
者
と
し
て
「
 神
 」
が
 

こ
と
を
可
能
に
し
た
。
 

、
、
、
、
 

で
あ
る
。
籠
り
と
巡
り
 

っ
た
 。
か
か
る
場
の
往
 

神
化
さ
せ
、
 

ヵ
 リ
ス
マ
 

と
は
、
か
か
る
苦
難
の
 



（
 8
 ）
 

（
 9
 ）
 

を
 神
に
祀
る
習
俗
１
１
ヒ
 塙
 書
房
、
一
九
七
 0
 年
 、
及
び
同
士
 の
 思
想
し
創
立
社
、
一
九
七
七
年
、
参
照
。
 

山
折
哲
雄
「
現
代
宗
教
の
明
暗
」
ョ
宗
教
研
究
 ヒ
 二
四
七
号
、
 一
九
八
一
年
、
参
照
。
 

の
 0
 由
ヨ
り
コ
 
。
 毘
 ：
で
お
ま
 漆
牡
 0
 ～
 
め
り
 
6
 ぉ
 ～
 
ぎ
 ミ
ま
 

～
 さ
も
熟
ま
 
遵
 ～
 っ
 
へ
 り
 甘
っ
～
～
 

め
 
目
口
 簿
 心
さ
～
～
～
 

ヒ
 ・
 ロ
の
コ
由
 

㌍
 @
 
二
ロ
 

0
0
 

オ
の
 
・
 ト
ゆ
 
の
㏄
（
 
ト
 
の
か
の
）
・
 

せ
 
つ
 ・
 ト
 
㏄
１
ト
 
靭
，
 

参
照
。
 

（
 7 ）
宮
田
 登
の
 
「
歴
史
民
俗
学
的
立
場
」
か
ら
の
新
宗
教
研
 
究
 に
柳
田
の
発
展
的
継
承
を
み
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
宮
田
 登
 
司
 生
き
神
信
仰
１
１
人
 

 
 

（（（（（（注 6 5 4 3 2 1 ' し ） ） レ ） ） 六ヵ は、新を通じといえするこ できた 、 ことは 。そ ぅ @ ： 

鶴 抑抑抑 抑柳 彼女 とが るだ 守 てョ たな 確か れは かも 

品田田 田 田 田 
和 園圃 國 國 國 

千男勇男房 男 らの生 あらた ろ う 。 ね な げ 自己の であろ 彼女ら のであ 

め 柳 れ 使 う 教 っ 涯 「青年 漂泊 日 前掲 「妹の 「弛波 「踊の て 田 は 柄 。 祖 た は   
住 十円」音問 
と 四宝 円 」」 れ 司定 L  筑 頁 。 本棚 定本 定 「 
  

摩 日 柳本本 
書 園田 籾け梅ロ たも 彼女の カ ぅえ ら 、 のも 

」 ら で 彼 の と の 
の は 雛 女 で も だ 

  な そ 型 ら あ あ っ   
七 九 第 』』   

中 も っ 狂 も わ い 
出 目 た 気 し れ っ   」 れ わ て 

た色     よい 宗教み き及 本 神 」 「 烙 の た し ょ、 れは 

  七筑 び の の 印 。 彼   
大 摩書 頁 、 
七口   
円は梅 

な に で 効 彼 に ら 
参房 昭 、 

      お 累 あ と 女 自 が 

國 五 
男 七 教祖 。との 漬 さ る し 、 らの 己変 

頁 。 
関 れ と 白 5 車 と 

連 た す 己 ち の し 

常民文 

で 「 る 変 に 範 て 

イヒ   し を 崇めら 指摘 神 」 なら、 革を可 人間変 型のひ 

  

た 凝 「 籠 草 と れ 

。 @ 
講 み 「数千 ても、 縮 した 神 」の にさせ の文化 っを 

談 社、 
字 形 も た 埋 る そ 

  のでつ 根 一意．定をとは 決論 これ 
九 
七 
八 を 担 宗 

年、 
  
明 た 史 因 る よ の 

( ㏄ 4) 90 



スティバ マと カリスマの弁証法 

（
Ⅲ
）
拙
稿
「
カ
リ
ス
マ
の
磁
場
を
め
ぐ
っ
て
カ
リ
ス
マ
 
論
 の
一
考
察
１
 
@
 
 
（
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
ョ
宗
教
の
意
味
 世
界
 ヒ
 所
収
、
雄
山
 

閣
 、
一
九
八
①
 年
 ）
の
な
か
で
ウ
エ
ー
バ
ー
の
カ
リ
ス
マ
概
念
 を
 考
察
し
た
故
に
、
参
照
し
て
ほ
し
い
。
 

（
Ⅱ
）
大
村
英
昭
「
ス
テ
ィ
ク
マ
 と
 カ
リ
ス
マ
 

一
 
。
異
端
の
 社
会
学
」
を
考
え
る
た
め
に
 ｜
 
「
」
 
円
 現
代
社
会
学
三
十
二
号
 、
一
九
七
九
年
、
一
二
 

0
 頁
 、
参
照
。
 

（
は
）
前
掲
の
拙
稿
参
照
。
ま
た
、
大
村
英
昭
の
前
掲
論
文
 か
 ら
 示
唆
を
受
け
た
。
 

（
 穏
 ）
「
 皿
徴
 」
「
 有
徴
 」
の
概
念
は
 
z
.
 バ
ウ
マ
ン
に
よ
る
 。
ひ
 い
仁
 
5
 目
・
 ド
 ・
 0
 乳
ぎ
漣
 
Q
s
 セ
さ
 込
め
、
㌧
 
0
 巨
 ぼ
り
の
の
 か
パ
 り
幅
い
コ
勺
ハ
仁
デ
ト
 

の
 ド
 0
.
 

毛
 ・
 -
0
0
 

１
 ）
 o
A
.
 

ま
た
、
山
口
日
日
 

異
 
日
文
化
と
両
義
性
」
岩
波
 
書
店
、
一
九
七
五
年
、
六
 0
1
 

六
二
頁
、
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
 已
 ユ
ア
 0
 戸
メ
 ・
 ド
 ：
 d
 
Ⅱ
 鍵
 こ
さ
 
ぺ
目
 ㌧
 ま
 @
.
@
 

～
Ⅰ
 

き
 め
 @
 ト
簗
武
 軋
ヒ
ぎ
 ～
 
下
 め
 り
 o
c
@
o
 

～
 
り
 
㎏
 セ
 。
Ⅱ
 し
 も
支
障
 
n
c
e
-
 

ヒ
 0
 甘
コ
コ
 コ
市
 せ
 困
の
。
 下
ダ
ト
 の
の
 
ひ
、
づ
で
 
・
の
 
1
1
 

り
の
 

（
 比
 ）
の
 0
 年
 ヨ
ぃ
コ
、
 
Ⅰ
：
 0
 や
ユ
 （
：
や
）
 巾
 

（
㎎
）
 
ィ
タ
コ
や
ヮ
ヵ
 な
ど
の
盲
目
の
巫
女
は
、
盲
目
で
あ
る
 故
に
、
常
人
と
は
異
な
っ
た
 霊
 能
の
保
持
を
信
じ
ら
れ
、
盲
人
 の
 一
職
能
と
し
て
そ
れ
 

が
 伝
統
的
に
制
度
化
さ
れ
た
一
面
も
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
 は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
松
田
修
「
日
本
盲
人
論
の
試
み
」
 円
蔭
 
 
 

収
 、
集
英
社
、
一
九
七
六
年
、
一
五
三
 @
 
一
六
一
頁
、
参
照
。
 
ま
た
、
杉
野
 昭
博
 「
 盲
 巫
女
の
人
 巫
と
 カ
テ
ゴ
リ
ー
変
化
 

宮
城
県
北
部
を
 

中
心
と
し
て
」
同
年
報
人
間
科
学
 ヒ
 第
三
号
、
大
阪
大
学
人
 間
 科
学
部
、
一
九
八
二
年
、
参
照
。
 

（
Ⅳ
）
 勾
 o
 （
 
e
 コ
す
 
0
 Ⅰ
的
・
 
テ
曲
 
・
 
，
 も
さ
ま
 
お
 Ⅰ
～
 
-
 
巳
 さ
陣
さ
 
目
も
馬
 目
 @
 
轟
轟
ぃ
も
 

@
 パ
ざ
 
雨
セ
ド
 
も
～
 
ぬ
め
 
～
ぬ
さ
～
 

由
ト
 
こ
や
 俺
 さ
目
～
下
も
め
 

ぢ
へ
叢
 
～
も
㌔
Ⅱ
 a
 ～
 
ぎ
 Ⅱ
 
や
憶
ド
の
 
の
中
Ⅱ
の
の
 

ダ
 ）
の
Ⅱ
㏄
 

（
㎎
）
本
の
（
 
z
.
 ケ
 
。
 ロ
の
ヰ
団
コ
目
 
・
の
 ア
キ
ぢ
ヨ
ど
 の
 コ
 リ
カ
 三
 e
.
 

し
の
 

寸
ロ
 
0
 年
い
 0
 ゴ
り
ま
 
0
 グ
，
め
 o
c
 
～
 
口
 -
 セ
 r
o
b
-
e
 

ま
タ
せ
 0
 ゲ
 ㏄
 0
-
 ト
の
 
Ⅱ
 い
 

（
㎎
）
Ⅰ
 号
づ
，
薫
 
@
.
.
,
 

の
ゴ
 
の
「
が
 
日
 p
.
 
の
 o
c
 
ず
 ）
 0
0
4
%
 
（
 @
0
 
コ
 。
Ⅰ
 

0
%
 

隼
 0
 あ
 ゴ
 @
 
Ⅰ
 曲
 コ
ロ
の
 岸
 二
年
「
㏄
）
の
ア
ド
コ
内
の
 

@
 中
の
 

o
i
n
o
 

）
 
0
 幅
日
 o
h
 し
 の
 
せ
 -
 
い
コ
 
0
0
 下
 Ⅰ
 づ
 ㍉
 
0
 い
 0
 目
 "
 
ヒ
 

バ
 が
 め
ら
養
 n
 悪
荘
力
 き
汁
 き
 o
f
 ～
 
下
め
め
 
0
 （
㍗
～
 
め
 （
 ぎ
 さ
 い
ぬ
 0
 
玉
キ
蒋
忘
 Ⅰ
 
0
 お
 ・
 せ
 0
 ）
・
 
ト
 ・
Ⅰ
の
Ⅱ
Ⅱ
 

（
 初
 ）
 
田
 。
 ヰ
 
0
 コ
 サ
 0
 Ⅰ
 
幅
 ・
 旨
 ：
 0
 づ
 ・
 り
 @
 
（
：
 

b
.
 

ぺ
ゆ
 

（
 れ
 ）
 
K
,
T
.
 
ヱ
り
グ
ソ
ン
 
も
ロ
ー
テ
ン
バ
ー
ク
と
同
じ
よ
 う
な
論
点
を
主
張
し
て
い
る
。
 

ェ
 リ
ク
ソ
 
ソ
 は
成
人
式
の
よ
 う
 な
 通
過
儀
礼
、
祭
に
み
 

ら
れ
る
一
定
期
間
の
地
位
転
倒
や
乱
痴
気
騒
ぎ
な
ど
を
逸
脱
の
 レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
つ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
社
会
の
な
か
に
 儀
礼
的
行
為
と
 

 
 

2
0
5
 

し
て
制
度
化
さ
れ
た
象
徴
的
な
逸
脱
行
為
と
み
な
し
て
い
る
。
 い
 二
方
の
 
0
 コ
 。
 已
 
d
,
 
に
 0
 づ
 ・
 n
 岸
 ・
・
づ
つ
・
 

P
 肋
 １
ト
 の
 

 
 

 
 

（
 勿
 ）
 
オ
 0
 （
 
0
 づ
サ
り
 
「
 
幅
 ・
 ソ
ミ
 
・
・
の
や
・
 

n
@
 
（
・
，
 

b
.
 

㏄
㏄
 

 
 

（
 お
 ）
 
0
 ロ
Ⅱ
（
 

ぎ
ヰ
 の
ゲ
イ
 
出
 
・
 
-
 大
の
 
0
 さ
臼
 （
 
@
0
 
臣
 ㏄
 0
 目
の
仁
 

c
c
e
 

㏄
㏄
 

ヰ
仁
 
ト
リ
㏄
 
帆
曲
 Ⅰ
 注
ざ
ゴ
 
の
の
～
の
 

日
 o
p
 

申
の
の
・
 

，
 ら
ま
も
 
ふ
 （
さ
本
Ⅱ
 

o
x
 

き
目
ト
ト
 
い
 お
～
 
Q
 ぎ
的
ヒ
 
・
 ヰ
 Q
 ナ
 
ウ
 p
 。
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スティバ   マと カリスマの弁証法 

  （ （ （ （   6 ） ） 4 48 ） 7 4 41@ 40@ 39@ 38@ 37@ 36 2 4 ） ） 5 44 ） ） 4 3 4     

約 一 

一年、 
  

一 O 
  
頁、 済 

方 参 
法   比呂   
  
  
あ 
  
」 

と 

  

現 「   
世 
  
な に三 て さ       

身 「 
体   

の 

昇 
一 幸 

  と   行合㍉ サ大 

93 (207) 



転
換
を
課
題
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
「
自
己
神
化
の
 
論
理
」
日
天
皇
の
宗
教
的
権
威
と
ほ
何
か
Ⅰ
三
一
書
房
、
 
一
 九
七
八
年
、
二
 

 
 
 
 

0
 五
 @
 二
 0
 ム
 
ハ
頁
）
。
 

（
 鵜
 ）
佐
々
木
 宏
幹
 
「
シ
ヤ
ー
マ
ソ
」
 田
 九
徳
 善
 ・
村
岡
 空
 ・
 宮
田
 登
 編
ョ
儀
礼
の
構
造
 口
佼
成
 出
版
社
、
一
九
 セ
 二
年
、
三
 三
 @
 三
八
頁
、
参
照
。
⑱
 

（
㏄
）
 
日
 
稿
本
天
理
教
教
祖
 伝
日
 四
二
 ｜
 四
六
頁
。
 

（
 訂
 ）
 
日
稿
実
 大
本
教
祖
 伝
 ・
開
祖
の
巻
ヒ
一
二
一
頁
。
 

（
 諺
 ）
「
遊
行
す
る
 
神
 」
及
び
「
遍
歴
す
る
カ
リ
ス
マ
集
団
」
 の
こ
と
ば
は
、
山
形
孝
夫
自
治
癒
 神
ィ
ヱ
ス
 の
誕
生
口
（
小
学
 館
 、
一
九
八
一
年
）
に
 

拠
る
。
 

（
 田
 ）
高
木
家
 夫
 
「
宗
教
教
団
の
成
立
過
程
１
１
天
理
教
の
場
 
合
 １
１
」
日
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
六
冊
、
一
九
五
四
年
 、
 及
び
村
上
重
 良
 、
前
 

損
害
、
参
照
。
 

（
 解
 ）
鹿
野
致
 直
 
「
世
直
し
の
思
想
と
文
明
開
化
」
鹿
野
・
 高
 木
 俊
輔
 編
 
㍉
維
新
変
革
に
お
け
る
桂
村
 的
 諸
潮
流
」
所
収
、
一
 三
一
書
房
、
一
九
七
二
 

午
 、
参
照
。
 

（
 鵠
 ）
明
治
六
年
に
は
、
 
梓
巫
 ・
市
子
・
 恩
祈
禧
 ・
 狐
 下
げ
な
 ど
の
禁
止
が
、
ま
た
明
治
七
年
に
は
禁
厭
 祈
禧
に
よ
 る
医
薬
の
 妨
害
の
取
締
が
教
部
省
 

よ
り
布
達
さ
れ
て
い
る
。
 

（
㏄
）
こ
の
「
鎮
魂
帰
神
法
」
が
大
本
教
団
の
発
展
の
原
動
力
 と
な
っ
た
。
安
元
良
夫
日
出
口
な
お
ヒ
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
 セ
年
 、
一
山
ハ
五
 
｜
 一
山
 
ハ
 

八
頁
、
参
照
。
 

（
 駝
 ）
福
田
 定
良
 「
北
村
 サ
ョ
 の
神
聖
な
喜
劇
」
 円
 
偽
善
の
倫
 理
 」
所
収
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
 セ
 二
年
、
二
四
八
頁
、
 参
照
。
 

（
㏄
）
拙
稿
「
 巫
者
 と
教
祖
の
間
」
（
「
 
&
 
示
教
研
究
 L
 二
五
 0
 号
 、
一
九
八
二
年
）
で
教
祖
が
成
立
す
る
 ぅ
 え
で
の
指
標
を
簡
単
 に
 述
べ
て
お
い
た
。
 



サ
ド
 は
 一
介
 

近
い
収
監
の
里
 

え
 宣
告
さ
れ
て
 

サ
ド
は
自
身
、
 

の
り
 べ
 
ル
タ
ン
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
自
 鼻

 が
し
ば
し
ば
弁
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
な
ぜ
か
。
 一
 二

十
年
 

 
 

匹
と
な
っ
た
罪
状
は
毒
殺
未
遂
と
男
色
で
あ
り
、
後
に
取
 

，
 @
.
.
 

、
 
@
 

り
 下
げ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
死
刑
お
よ
び
屍
体
焼
却
の
   

 
 
 
 
 
 
 
 

い
る
。
た
と
え
 
財
称
 で
あ
ろ
う
と
も
、
リ
ベ
ル
タ
ン
に
 す
 ぎ

な
い
こ
と
は
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
た
。
 

 
  

 

が
 
リ
ベ
ル
タ
ン
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
 0
 
作
品
に
登
場
す
 る

 人
物
も
 、
 
多
く
は
リ
ベ
ル
タ
ン
な
の
だ
。
そ
こ
に
は
 二

つ
の
 

  

一
セ
 世
紀
に
始
ま
る
自
由
思
想
 は
 、
フ
ラ
 
ソ
ス
 革
命
の
勃
 発

と
と
も
に
歴
史
的
役
割
を
終
え
る
。
 

学
 が
花
を
咲
か
せ
た
こ
と
は
な
い
。
啓
蒙
思
想
の
母
胎
 に

も
拘
ら
ず
、
そ
れ
が
切
り
開
い
た
新
し
い
 

も
い
え
よ
う
。
 

@
1
@
 

サ
ド
侯
爵
は
、
こ
の
歴
史
過
程
を
一
身
に
体
現
し
た
人
物
 に
 他
な
ら
な
い
 0
 彼
は
 り
べ
 ル
タ
ン
の
 

@
2
@
 

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
。
こ
う
し
た
視
角
か
ら
サ
ド
を
 捉
，
 

え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

以
後
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
思
想
、
文
 

時
代
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
 

立
場
に
固
執
し
な
が
ら
も
、
遂
に
は
 

り
べ
 ル
テ
ィ
ナ
ー
ジ
ュ
 

自
由
思
 相
 心
の
 綾
 
安
希
 

１
１
サ
ド
の
思
想
を
め
ぐ
っ
 下
 
1
 
｜
 

佐
々
木
陽
太
郎
 



  

サ 
真 白 

  ま い ? もそ 、 しし 稼 打 探 力なハ 壺笠 三ロ -J-L コ巳 

もよ ち明 私が て、 た訳 

れ 当 な 
  て 化 り 

  い に べ 
  る る ル 

  で っ タ 

ン は た ン 

を   た こ を 
  い と 描 
様 か は 写 
ケ @ ヒ 。 疑 す 
圭 い る 

き 

  、力しよ 、 時 
    サ 
ナ， し 珪巨 ， L 、 ド   

が       
そ み 意 
  は は 

も よ   あ ど   
そ る こ 

の   
ま べ あ 

ま   
タ た 

殺   ン の 
  で だ ン こ と ホ ビ 

を も が ;  だ と 比 ろ 
め     o は べ う 

    
る   
      ナ， Ⅰ 

つ サ と 

の ド   え 
態 ，、 木 通 
度   
に反 

の 果   悪 に 

映 業 見 
し 力 ょ " ノ廷 

て   ど る 

  を   と 

る あ し 
っ 達 し 全 る て 

殺 
  

  
厳 
あ 本   て 狙 
刀 。   
と き て   ナ @ ヒ 多 が 

し 

た 歳 

老い 
， し 拍 ， し 

の サ 

種 ド   

の は 

逸 籠 
話 に 

が 入 

揮っ 進た 
さ ノく 

れ ぅ 

る を 
様 も 

は っ 

  て 

今日 こさ 

のせ ジ 

ャ ラ   
ナ と   
ス と 

ト 匂 
な い 

児 な 
れ % 
ぱ い 

ょ だ 

く分 後、 
か 冷 

笑を る 。 @4@ 
浮 
  
べ 

な 
かも 

ら 

満ま 

の 

泥 
で ・ 

汚 

か い 種 
に た 類 
越 車 を 
え 実 見 
て ほ ? 分 
い 、 一げ 

る 注 る 
。 目 " し 

Ⅰ 乍 さ と 
者 れ が 
自 て て・ 

身 ょ ぎ 

が い よ 

醜 。 う 

闇 だ   
に が 善 

意及 塗れ， 無 
た 論 び 
程 そ 悪 
だ れ 意     

で ・ べ 

  
な タ   
  で 

  
中 る   
散 史 
昂 上   
た り       
タ ソ   
学究派 、単 は 

な と 

放蕩派 る放萬 

の に   
を か   
る て 

  



幕
 

励
は
内
気
な
リ
ベ
ル
タ
ン
の
願
望
表
明
、
観
念
の
 戯
れ
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
け
れ
ど
も
、
匿
名
出
版
に
せ
 よ
 、
 公
に
さ
れ
た
以
上
は
 、
実
 

 
 

点
 に
つ
い
て
は
、
繊
密
な
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
殺
人
 禁
止
と
対
に
し
て
、
考
察
す
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

憾
 

る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

 
 

 
 

自
 

ま
ず
、
殺
人
禁
止
の
テ
ー
マ
か
ら
検
討
し
て
 い
き
 た
 い
 。
 死
刑
廃
止
論
の
体
裁
を
と
る
限
り
で
、
そ
れ
は
刑
罰
 縮
 小
論
か
ら
の
派
生
に
 

木目 え 振 れ 殺 
枝 道 し て れ が ミ 

は の か     た な し は 紙 の 彼 殺 容 
べ 理   く ら い 圧 
ル 酌 彼 な な 所 し 

      
う 。 生涯 張 一誌。 香 る 潰され ティナ 負担が力大 の殺人 、っ こ くなっ 為か、 を 貫 さ 法 

l あ 英   貫 し れ 的 
ジ る 励   い て る 殺 

ュ 筈 の 雛 妓 も れ て   に 人 
に だ 主 い 等 う 切 死 一 至 は 

つ 。 張 刑 切 っ 禁 
い こ を こと は 、 我 慢 反 の た 止 
て の 理 に 儂 が 血 射 法 事 さ 

、 負 解   ガ も な 反 
「 担 す こ 残 ら 吐 、 青ま 的の態 ね 規 サ @ 

れ 虐 な を 度     ， 央 

者 え、 にる の か で か 吐 を 京 地 楽 
た サ は 
全 ド 容 

ら ョ戸 。 い 国 教 受 殺 
は 人 特 て 守 的 的 人 

て は 易 し 道 に お し 殺 見 は 

を 易 で た 人 や 奨 
美 々 な 昨日 力し ょ、 的な る 。 所 。 の す 励 
待 と い で   こ は ヰ也 為 り禁 い さ 
に 耐   済 と 二 区 に 止 。 れ   他 を サ る 
し て と の委 む 。 す @ 投 に 度 ば な 訴 ド の 

ら え 白 だ たい 訳 る え 自   な 続 身   
で か 己 る 抵 を 
は は 正 よ 抗 し   
な 見 当 う し て   。 死 と 

い え 化 望 た お 七 草 別 言 
」 る が ん が る 

と 。 2% 工 で ・ "  こ ぅ 他 命期九三 半 の ｜   お と と 年 に 決 あ 
べ ぜ と づ う を ま 八 ピ な る 
て だ し た と 、 月 ッ 受 ま 
い ろ て   

副のだ う お一別 ゴ 地 た   

ろ o うも か、 。 委 に l 図 経 
し 。 @ そ 員 言 フ 委 験 
て   ん 長 っ リ 員 が 
み 

な殺 

な に て デ 長 あ 

る こ 席 お ィ め る 

と 人 と を い に 地 か 
讃 は 譲 た 窮 仕 ら 

殺 美 ら 状 を だ 
  ナ @ し 快 な 気 
奨 

を 棒   
@ ま し げ 性 訴 に そ 



よ
う
 。
だ
が
、
啓
蒙
理
論
と
し
て
言
説
化
さ
れ
る
時
、
（
 
9
-
 
そ
 れ

は
 睡
 晦
の
衣
を
纏
 う
 。
賢
明
な
立
法
家
の
社
会
福
祉
 的
な
発
言
と
化
す
る
の
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ら 手 点、 の で   
れ げ 福 か 無 の こ 

た れ な ら 動 作 の 
生 ど の で 性 戦 監 
来 も だ は を は 獄 
の   。 な 証 ぃ 無   
木 藍 思 考 十 を サ 
入 獄 を の 公 理 ド   
の 無 功 視 な め の 
意 、 用 長 点 の る 密 
志 諭 す か だ こ か 

や は る ら 。 と な 
社 り だ な 碗 に 釈 
会 べ げ さ 血 眼 放 
の か な れ と 定 要 
強 タ も て は さ 求 
制 ン ば い い れ を 

で 変馴監 は " るえる 。 " 。 読 み 
更 染 獄 児 な 釈 放 
す の は か か 放 る 
る 深 そ げ な を こ 

調 い の 上 か か と 

に 論 存 、 狡 ち は 

は 楓 花 狙 狙 取 た 
い か 白 い な る や 
か ら 体 は 作 に す 
な 提 が り 戦 は い 
い ? 唱 社 べ で     

。 @ す 全 ル あ 直 だ 
こ る の タ る 接 が 
の こ 病 ン 。 に 、 

意 と 根 の し 無 形 

式を物 見の方 もでき となろ 幸福に かも、 実の証 

が た ぅ は そ を 語 
サ 筈 。 な の 立 に 
ド だ い 立 て ィき 

の   
あ 。 論るり は 必て 

Ⅲ、 七日方立 塘和 日   く り 要 い 
に 自 ま べ は る 

逸 然 で か な 以   
と ら   
い 授 会 の 監 こ 

え げ の 規 威 こ 

す 
悪 こ 会 、 し ，点 ぎ 

な 或る 徳はそ 、 萎 に 余り 残 か の間   
芽 再 ね に っ に 人   
ぶ び ら も て あ に ト 皿 臣 

獄   の 

血 に べ を い ん あ 廃 
は な ぎ 知 で な る   止 
煮 り で ら し 措 な 置も 立 ら、 得るす。え なさ よう そ 
ち の 社 す 。 有 我 れ 

、 で 会 ぎ っ 書 き が 

サ 
  服さ 孤頭は腐 に す。 からこ ます。 まり、 で虚偽 の 

主 
っ独そ悪矯 てに、 入王もな なせ 張 
く 鼻 口 を の の げ の 

る な 々 孤 願 は れ 
で 荷 列 立 い す ば 

要 
諦 

し ま 罰 さ で   ぎ な な 
よ れ を せ す ま り の 

ぅ 7  "  受 て 。 せ ま 六， し 
  

      。 @ 物 騒 げもで が、 も 、 ん @ 。 せ ん 。 南 
太   

え ば に 獄 い が 
平 
洋 

な な は が う な サ 

募 り な こ 憎 い モ 
ら ま り う な な エ 
せ せ ま し べ ろ 島 

、 ん せ た き     
    ん 効             賢 
顧 社 。 果 度 さ 王 
だ 会 社 を の な ザ 
に と 会 も 考 け   
さ い を た 業 れ @% 
れ ぅ 傷 5 者 は 

        
ず 唯 つ し に な @ 

政一 つったる け 得はり 、 ま 

て の の と た せ 
お 学 で 想 だ ん 

か 校 す 俊 一   
れ に か す つ こ 

れ あ ら る の れ 
  な 弁 ら 

もまっ " て社ら解一 



自由思想の終幕 

自
然
法
は
 

せ
ざ
る
と
こ
 

多
に
あ
り
ま
 

あ
り
ま
せ
ん
 

え
切
れ
な
い
 
な 。 せ ろ 法 

の
中
で
最
初
の
も
の
 

ひ
と
 

を
他
人
に
施
す
勿
れ
 

ん
 0
 心
の
中
で
こ
の
 

人
間
が
自
然
法
に
 ょ
 

ら
 、
第
二
の
堤
防
で
 も
た
い
し
て
う
ま
く
は
い
か
な
い
 

っ
て
本
当
に
抑
え
ら
れ
る
な
ら
、
 

で
す
が
、
そ
れ
だ
け
が
人
間
 

」
の
文
句
が
刻
ま
れ
る
こ
と
 

最
初
の
自
然
的
制
約
を
致
 っ
 に

 と
 

は
な
 

こ
 
%
 

 
 

っ
て
真
に
必
要
な
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
悪
人
 

い
で
し
ょ
う
か
ら
、
法
律
の
脅
威
が
歯
止
め
に
な
 

法
律
を
犯
す
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
な
努
力
が
要
 

他
の
法
律
 は
 要
ら
な
い
で
し
ょ
う
し
、
こ
の
最
初
 

で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
最
初
の
場
合
に
法
律
は
殆
 ん の つ る の 
ど 提 た こ 魂 
本 坊 に と に 
要 で 相 は 「 
で 抑 還 滅 欲 

99  (213) 

こ
の
よ
う
に
、
死
刑
廃
止
論
で
各
め
ら
れ
て
い
る
の
は
 

専
 6
 法
律
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
法
律
は
非
難
さ
れ
な
 

げ
 れ
ば
な
ら
な
い
の
 

か
 。
監
獄
と
同
様
、
法
律
も
無
益
だ
か
ら
な
の
だ
。
 

ケ
ル
ト
人
は
、
人
間
を
生
 賛
 に
捧
げ
る
と
い
う
恐
ろ
し
 い
 慣
習
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
一
人
の
人
間
の
命
が
別
 の
人
の
命
で
 購
 わ
 

れ
な
い
限
り
、
神
々
を
鎮
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
 言
 い
ま
し
た
。
こ
れ
と
同
じ
推
論
に
よ
っ
て
、
諸
君
 ら
向
ョ
 ｜
 ロ
ッ
パ
人
口
は
日
 

々
テ
ミ
ス
の
祭
壇
で
犠
牲
者
の
首
を
列
ね
て
い
る
の
で
は
 な
い
で
す
か
。
そ
し
て
、
人
殺
し
を
死
で
罰
す
る
な
ら
 ば
 、
そ
れ
は
野
蛮
な
 

ケ
ル
ト
 人
 と
同
じ
く
、
一
人
の
命
を
別
の
人
の
命
で
贈
 っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
す
か
。
悪
を
二
倍
に
し
 て
も
悪
が
癒
え
る
 訳
 

で
は
な
く
、
 彼
 と
白
銑
 が
 辱
め
ら
れ
る
ば
か
り
で
何
ら
 得
 る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
諸
君
ら
は
一
体
い
 つ
に
な
っ
た
ら
気
が
 

 
 

た
 サ

ド
は
放
免
 か
 極
刑
か
の
二
者
択
一
か
ら
、
死
刑
廃
止
 へ
 と
 論
を
移
す
。
同
し
く
 ザ
メ
 の
口
を
借
り
て
、
次
の
よ
 う
 に
述
べ
て
い
る
。
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次
に
サ
ド
は
裁
判
の
有
害
性
を
論
じ
、
事
例
を
挙
げ
て
 

い
る
。
「
証
言
の
悪
用
、
証
人
買
収
の
た
や
す
さ
、
自
供
 

の
 不
確
か
さ
（
拷
問
 

が
 拍
車
を
か
け
 ろ
ぺ
 裁
判
官
の
不
公
平
さ
 
、
 金
と
か
 信
 用
の
影
響
。
 

ヤ
 @
2
@
l
 

・
 ，
 
自
 己
正
当
化
の
企
て
は
こ
こ
に
も
垣
間
見
る
 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

 
 

 
 

ム
ロ
 
い
は
稀
薄
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
 

0
 り
べ
ル
タ
ソ
と
 

し
か
し
、
こ
こ
に
舌
ロ
 

ぅ
 情
欲
は
決
し
て
人
を
殺
人
に
ま
 

ば
 、
明
主
 ザ
メ
 と
い
え
ど
も
、
忌
む
べ
き
法
律
を
強
化
 

情
欲
自
体
が
認
知
さ
れ
て
い
な
い
。
人
道
性
を
擁
護
す
 

は
 非
人
道
的
殺
人
が
テ
ー
マ
に
も
拘
ら
ず
、
統
治
の
一
手
 

ル
ク
ー
ル
 
L
 全
体
に
つ
い
て
も
舌
ロ
え
る
だ
ろ
う
。
 

の
だ
。
「
 ザ
メ
 の
統
治
」
を
構
想
し
た
時
、
サ
ド
は
啓
蒙
 

い
 。
フ
ッ
 ア
 王
が
こ
の
慣
習
に
従
っ
て
人
殺
し
を
勧
め
る
 

確
か
に
、
こ
の
著
作
は
司
食
人
国
ブ
ッ
 

ア
口
 を
も
描
い
 

他
方
、
 サ
モ
ェ
 の
場
合
は
ど
う
か
。
統
治
の
至
上
課
題
 

 
 

同
様
ブ
ッ
 ア
 人
も
人
を
殺
す
が
、
そ
れ
を
許
し
勧
め
る
も
 

で
は
駆
り
立
て
な
い
 
0
 サ
モ
ェ
 の
英
明
王
は
無
軌
道
な
情
 

す
る
以
外
に
手
立
て
ほ
な
い
。
そ
れ
故
、
 

ザ
メ
 は
性
善
説
 

る
 限
り
、
有
効
な
対
抗
策
は
あ
り
得
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
 

思
想
家
気
取
り
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
 

段
 と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
限
り
、
情
欲
と
は
無
関
 

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
食
糧
政
策
に
近
い
。
こ
 

う
 

て
い
る
。
だ
が
、
統
治
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
殺
人
が
語
ら
れ
る
 

は
 個
人
の
情
欲
実
現
に
障
害
を
置
か
な
い
こ
と
に
あ
る
が
 

 
 

「
ア
リ
ー
ヌ
 
と
ヴ
ァ
 

欲
を
考
慮
し
て
い
な
い
 

種
の
情
欲
を
認
め
れ
 

係
 な
の
で
あ
る
。
 

し
て
 ブ
ッ
ア
 の
場
合
に
 

の
は
慣
習
に
他
な
ら
な
 

に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
 

、
 実
は
殺
人
と
い
う
 

な
ら
ば
、
情
欲
の
色
 

の
だ
。
こ
う
し
た
訳
で
、
 
ロ
 ア
リ
ー
ヌ
 と
 ヴ
ァ
ル
ク
ー
ル
 
口
 に
情
欲
の
発
現
と
し
て
の
殺
人
を
見
出
す
 

，
 
」
と
は
で
 
き
な
い
。
 

二
つ
の
国
家
モ
デ
ル
を
仮
構
し
た
時
、
サ
ド
の
意
図
は
 

ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
食
人
国
し
の
発
想
自
体
 

に
 、
個
人
的
嗜
好
が
 

 
 

す
し
、
第
二
の
場
合
に
ほ
全
く
無
益
で
す
。
 



従
っ
て
、
死
刑
廃
止
の
表
向
き
の
理
由
は
 

ロ
 
ア
リ
ー
ヌ
 

と
 ヴ
ァ
ル
ク
ー
ル
レ
の
場
合
と
変
わ
ら
な
い
 

0
 個
人
の
殺
 

八
行
為
が
犯
罪
で
あ
 

る
な
ら
、
国
家
の
そ
れ
も
犯
罪
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
の
 

だ
。
し
か
し
、
真
の
理
由
は
両
者
の
間
で
大
き
な
差
が
 

あ
る
。
一
方
に
 

よ
 れ
 

薙
 
幕
は
 
ぉ
 
を
 

鮫
は
そ
も
そ
も
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
 

、
行
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
殺
人
は
予
防
で
 

そ
 

 
 

 
 

蝸
 止
を
繋
ぐ
線
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
 

自
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（
 
ば
 -
 

作
れ
る
訳
が
な
い
。
犯
罪
で
あ
る
な
ら
、
同
様
の
犯
罪
 で
そ
れ
を
罰
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
り
、
野
蛮
で
愚
劣
な
 結
 果
を
招
く
だ
ろ
う
。
 

て、 ト タ 想 調 色 
すァ し あ 今 ピ ン と み 濃 

答 殺 6 度 ァ と せ た く 

え 人 。 は 性 し ざ こ 田 
そ 、 が て る と て   こ サ 裏 の を は い 

く 死 
払 で 
要 罰 ること には 同 のも ド 切られ 発言が 得 なか 確かだ 

が す じ う て 随 っ 。 は 
あ べ 啓 一 い 所 た 一 % 
る ぎ 蒙 方 る に サ 方 め 
O  一 行 , 

即 為 
ち と （ 現れて理論、の 4 ない。 ） 種 。の 、 だ は意図 ドの特 l 

、 見 同 殺 そ い 殊 的 そ 
殺 な じ 入 れ る 事 に れ 
入 さ 

は れ 
犯 な 
罪 げ   
な れ 
の ば   
    
そ な る い 触 と l 図 二 
う い に き れ っ ピ 的 つ   
で ・ の も た る て ァ に の 
は か な   
い こ 

の の   
か 問 ザ り ろ に 方 だ 通   
犯 Ⅲ こ メ の 上 げ ぅ 。 他にかし なは るて 
罪 解 統 る ら 有 で     
で、 答 治 テ な 刑 あ ュ 

い に る l キス ヵ Ⅰか二千 ょ、 仏師と 働 
え 2 」 え @ ま @ リ く 更 ピ 
ら る 著 は べ   に ァ 

  れ @ し し - ル し 、 と 

く 種 タ か 牢 逆 
そ れ、 は 極 め ン し 獄 ュ 
を 予 が 政 気 こ や l 
罰 め 質 こ 死 ト 

す 次 治パ 違う ほ ほ 刑 ピ 
る の 0 ン よ は の ア 

法 ジ     
  

" 廃 の 
律 レ て り 上 級 
な ン   ュ べ を 述 

ど マ   l ル 理 を 



サ
ド
に
 ょ
 れ
ば
、
殺
人
は
自
然
、
国
家
、
社
会
の
企
図
に
 と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
 と
は
、
 幾
百
 に
も
 及
 

ぶ
 エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
繰
り
返
し
論
究
さ
れ
て
い
る
。
 

し
 か

し
そ
れ
な
ら
ば
、
人
が
殺
人
を
犯
す
の
は
、
自
然
、
 

国
家
、
社
会
に
仕
え
る
 

た
め
な
の
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
リ
ベ
ル
タ
ン
の
 欲

望
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
け
れ
ど
も
 、
範
囲
を
こ
の
 パ
ソ
フ
 

レ
ッ
ト
に
限
れ
ば
、
確
か
に
自
然
、
国
家
、
社
会
の
企
図
 が
 優
先
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
食
人
国
ブ
ッ
 ア
 の
 場
合
と
同
じ
こ
と
が
、
 

こ
こ
で
も
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
統
治
論
の
体
裁
が
そ
 う
 し
た
外
観
を
与
え
て
い
る
の
だ
。
 

し
か
し
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ブ
ッ
 ァ
 人
は
自
然
 大
 な
る
が
故
に
、
自
然
を
対
象
化
し
得
な
い
。
い
わ
ば
 自
 然
 の
一
部
と
化
し
て
 

お
り
、
そ
の
一
挙
手
一
投
足
が
そ
の
ま
ま
 自
 然
へ
の
 頁
 献
 と
な
る
。
他
方
、
真
の
共
和
主
義
者
は
決
し
て
 自
 無
人
 で
は
な
い
 0
 自
然
を
対
 

象
 化
で
き
る
だ
け
で
も
、
自
然
へ
の
叛
逆
を
始
め
る
に
 は
 十
分
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
国
家
、
社
会
に
つ
い
て
も
 当
 て
嵌
ま
 ろ
。
フ
ツ
ア
 
人
 

が
 国
家
に
恭
順
を
誓
 う
 の
に
対
し
て
、
真
の
共
和
主
義
 者

は
既
に
反
乱
を
体
験
し
て
い
る
。
国
家
、
社
会
は
決
し
 て
 所
与
の
も
の
で
は
な
 

い
 。
ブ
ッ
 ァ
 人
の
恒
久
不
変
な
国
家
と
は
違
っ
て
、
す
ぐ
 れ

て
 可
塑
 的
な
国
家
と
 い
 え
る
。
人
間
の
働
き
掛
け
と
 、
自
然
、
国
家
、
社
会
 

の
 反
応
こ
の
相
互
 牲
 こ
そ
が
り
 べ
 ル
タ
ン
の
欲
望
に
 
場
を
与
え
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
言
う
欲
望
は
 、
 殺
人
、
破
壊
だ
け
が
 満
 

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
殺
人
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
サ
ド
 は
 五
つ
の
問
題
点
を
挙
げ
て
い
る
。
 

一
 、
自
然
の
法
則
（
そ
れ
の
み
が
唯
一
の
法
で
あ
る
）
に
 関
し
て
、
殺
人
行
為
は
真
に
犯
罪
的
 か
 。
 

二
 、
国
家
の
法
則
に
関
し
て
、
そ
れ
は
犯
罪
的
 か
 。
 

三
 、
そ
れ
は
社
会
に
と
っ
て
有
害
か
。
 

四
 、
そ
れ
は
共
和
政
体
で
は
ど
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
べ
 き
 か
。
 

五
 、
殺
人
は
殺
人
に
よ
っ
て
抑
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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館
ル
 

 
  

 

由
 

 
 

自
 

こ
の
よ
う
に
、
独
裁
政
を
倒
し
て
共
和
 政
 を
樹
て
る
に
は
 エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
あ
り
、
犯
罪
、
と
り
わ
け
殺
人
 が
そ
の
供
給
源
と
目
 

  想の終幕 

本 務 
な ろ 
移 ぅ 

値 と 

す す 
れ れ 
十 :1 三 むま   
そ 活 
の 嵐 
木 を 
は タミ 

ど か 

りノ @ 
な そ 
る の 
こ 緒 
と 果 
か行す   

ヤ @ し 

滅 
び 
て 

  
ま 

@ 
ナ " し 

ろ 
つ @ 

活 
カ 
ケ @ し 

満 
ち 
す - @ 
土 
壌 

か 

ら 

砂地 

  
乾 
  
ナ， Ⅰ 

平 
原 
サ @ ヒ 
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み だ サ は た 
う し に ま もま 嫌 。 ま ド 重 い し 
の て よ こ " 殺 っ 共 ず の こ 。 得 

て 和 景 親 こ る   は 主 切 実 に も 

こ 国 文 吾 の 為 な 義 に 生 至 の 

の 家 え 妙 残 に ら の 重 括 れ ノ @ ヒ 

国 が る な 酷 悪   
家 狙 仙 反 さ 評 な い ィ視 デし とば 観、 な 
は 裁 な 省 が を 。 オ な 念 も ら 

助 攻 ぃ が 要 立 む ロ げ ゼ ミ は な 
し l れ 界 や   てた 犯 に の眈 。最 提示 永 さ ろ グ ば と 弁 

  

積 と な の 明       の り 、そ 罪に落 を断っ 大に達 される れる。   
て、 的に なりげ い組が   れを ち込て、 する 大 。 儒弱 

  
ん 共 に 胆 化 罰   本旨と 他の人殺人を のま、 @ んだ関   
で い政、 和はとしし はて た 犯 々 殺 係 は   
る を 常 い ェ り さ を 人 は い で、 

な 正 を 、 え の か ちろ 採に 鼓 ぇ、 ， ネル する げ し 英 夫 な 
だ ぅ 小 こ ギ の   

。 と か の l は ば 付 す 政   
殺人 

  
も す ら 反 を   な 動 る 体 そ ・ 讃 
し る 始 省 失 確 う に に に れ と 

も の め は ぅ か な 導 里 村 を   
犯 で な 正 な に い く っ す 見   
罪 あ げ し ら 最 
か れ れ ぃ ば も アめ そ 。 日 。 て、 る評 るに 

れ く サ 価 は そ 
ら 徳 ばばの " なだ じ険 " 危 は " ド の "   
へ 参 ろ 。 き な 次 共 が 揺 第 と 

、 く な 共 に こ の 和 自 れ 四 で   
即 の い 和 征 と ょ 主 ら に の 
ち 犯 か 国 臣 で ぅ 義 を 端 問 
荒 罪 ら と さ あ な 者 共 的 題 

は全 

  
々 で だ し れ ろ 推 で 和 に ，点 ィ 土 工 
し 糸佳 。 て て う 論 あ 土 塊 を 相 

ぼ る 義 れ 倹 が 、 

; 童 
トリノ 

く 、 凝 る る と 

。 決 し か の   
し て ら が 

    

一口わ 

殺 ざ   る     を 
へ い 政 徳   Ⅴ @ ヒ 己 ，じ、 と 

  得 



実
際
に
儂
の
考
え
に
探
り
を
入
れ
て
み
よ
う
か
。
そ
れ
 ほ
 如
何
な
る
党
派
に
も
加
担
し
て
お
ら
ず
、
全
て
の
折
衷
 な
の
だ
。
儂
は
反
 

ジ
ャ
コ
：
ハ
ン
で
あ
り
、
連
中
を
憎
み
切
っ
て
お
る
。
 

国
 王
を
熱
愛
し
て
は
お
る
が
、
か
つ
て
の
悪
弊
に
は
 う
 ん
 ざ
 り
だ
。
憲
法
の
条
文
 

は
だ
い
た
い
 
好
 ぎ
だ
が
、
ぞ
っ
と
す
る
の
も
い
く
つ
か
あ
 る
 。
貴
族
に
は
昔
の
華
々
し
さ
を
 返
 t
 て
や
る
の
が
 
ょ
 い
 。
そ
れ
を
奪
っ
て
 

み
て
も
何
の
進
歩
も
な
い
か
ら
だ
。
国
民
議
会
は
な
く
 て
よ
い
。
代
わ
り
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
両
院
 制
 を
敷
 く
 方
が
よ
い
。
そ
 う
 

す
れ
ば
、
国
民
は
い
や
で
も
二
つ
の
組
に
分
か
れ
る
か
 ら
 、
国
王
の
権
威
は
弱
ま
り
薄
め
ら
れ
る
。
第
三
階
級
は
 無
用
だ
。
な
 い
 方
が
 

 
 

 
 

よ
い
。
以
上
が
儂
の
信
仰
告
白
だ
。
い
ま
や
儂
は
何
者
 な
の
か
。
貴
族
主
義
者
か
。
そ
れ
と
も
民
主
主
義
者
な
の
 か
 。
ど
う
か
、
そ
れ
 

-
M
-
 

を
 教
え
て
く
れ
。
儂
に
ほ
、
そ
ん
な
こ
と
は
少
し
も
 分
 か
ら
ん
の
だ
か
ら
。
 

こ
の
よ
う
に
、
サ
ド
本
人
は
あ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
 髪
髭
 と
さ
せ
る
よ
う
な
急
進
的
共
和
主
義
者
で
は
な
い
。
 生
 と
作
品
と
の
隔
た
り
 

は
 余
り
に
も
大
き
い
 0
 サ
モ
 二
王
に
せ
よ
、
ブ
ッ
 
ア
 王
に
 せ
よ
、
リ
ベ
ル
タ
ン
と
し
て
彼
の
一
面
を
代
表
し
て
い
 た
 。
し
か
し
、
「
真
の
 

共
和
主
義
者
」
は
む
し
ろ
本
心
に
背
い
て
い
る
。
共
和
 主
義
者
の
仮
面
は
 、
 実
は
政
治
的
 放
 盗
を
極
限
化
す
る
た
 め
の
利
便
に
す
ぎ
た
 

い
 。
リ
ベ
ル
タ
ン
が
政
治
的
暴
力
に
目
醒
め
る
時
、
既
成
 価
値
、
既
成
世
界
は
す
っ
か
り
転
倒
す
る
。
一
幅
の
地
 獄
 絵
と
言
え
る
か
も
し
 

れ
な
い
。
そ
こ
に
、
単
な
る
弁
明
で
ほ
な
く
、
報
復
の
立
 
忠
国
を
も
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
不
当
な
処
罰
を
許
し
た
 社
会
へ
の
報
復
に
他
 な
 

ら
な
い
 0
 

た さ 
る れ 
ぅ て 
か い る 
そ   
れ 殺 

大英 対 に 

す 励 
る の 
谷 蔭 
え に 

@ ま もま 

一 夫 

七 和 
元 政 
  へ 

年 の 
一 喝 

二 例 
月 が 
付 あ 
げ る 
コ ・ と 

１フ わ 舌ロ 

リ 亡ド   

デ   る 

ィ 拡ゴ 

宛 得 
て な   
圭   
簡 し 

か か 

ら し 

得   
る 親 Ⅴ 

こ 実 
と の 
が サ 
で ・ ド   

ぎ は 
る 共 

。 和 
主 
義 
者 
だ 
つ 
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胡
の
極
北
的
な
夢
想
は
人
々
の
良
識
を
震
 
撫
 さ
せ
ず
 
に
 措
か
な
い
 0
 だ
が
、
夢
想
と
は
い
え
、
リ
ベ
ル
テ
ィ
ナ
 ｜
ジ
ュ
 
の
諸
テ
ー
マ
の
展
開
 

 
 

 
 

自
 

に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
自
由
思
 想
は
楽
観
的
な
見
通
し
の
陰
に
、
社
会
崩
壊
の
種
を
隠
 し
て
い
た
。
そ
れ
を
 暴
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

正 つ る 当た。 サな、 ら暗 い 香色 宏漠 風 のサ 
化 。 自 ド い キ ま す い 大 ド   
の サ 由 の       " る 影 演 の 
目 ド 思 論 ス サ こ を 説 キ 
的 が 想 議 ト ド と 薄 ま り 

    
に キ は は 教 が が と で ス 

過 り キ 、 

ラ ス リ そ   
と ト ス れ が ら 欠 い 差 批 
言 教 ト が ど 無 な る は 半 U 
っ を 数 社 
て 否 を 会 
よ 定 批 の は、 の まこと ょぅ そ 神 論者 のだ。 男色 

な で 否 罪 に の 崩壊 半する 、 u 様 あ 定 に 大 多 
そ 暗 香 を 
れ で 定 晴 
は も し 示 @- 相を皇 くが おおったか し 問われ いが き 白 

す 召 せ た 、 曲 ; 
る か る こ そ 思ょ してい 、社会、殺人 ナ力 Ⅰ。 - 、 、 か は な と れ 想 ; 

讃 の そ な " 穿 ら を も の " 
実 存 の い 見 堅 は 忘 は 伝 
の 続 板 場 て し 、 れ 会 統 
テ 発 度 合 い な 罪 て て に 
l 展 に に き い 状 は 伝 則 

た 。 は な 統 っ 

マか に 強 はは " " か む 消 ら の て 
も 調 キ 目 と し え な 内 い 
そ さ り 己 
め れ ス 正   
ま て ト 当 。 弁 で   る る 確 
ま い 教 化 

日 に - の意 当て る限 否定 

嵌 り は 図 
  己 て 単 

ま で 社 に   を よ な 
変 報 正 い る 
わ 復 当 。 罵 発して る従 もⅠ 云 よ 、 会 崩壊 

イヒ * ビ 冒 

来 統 を ぃ の音 りの ゆ す が   

の と 導 る 指 図 る "  揖億 

百 合 か と 漂 へ 

由 致 な 見 を 密 
居 、 し い る 立 か W ト @@ ・ こ千よ「 捧 冒 」に ，」 、 ， 
想 て と こ て に キ も 漬 から なけ 移り リス 収監   れ 変 ト 体 理 

ば わ 教 験 神 
き 己 あ ぎ な る を が 論 



い
て
、
自
由
思
想
に
引
導
を
渡
し
た
の
が
サ
ド
だ
っ
た
の
 で

あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
転
回
点
は
必
ず
し
も
分
明
で
な
い
。
 例
 ，
 

え
ば
、
「
 ザ
メ
 の
統
治
論
 L
 が
あ
る
。
サ
ド
に
と
っ
て
 、
 サ

モ
エ
 は
ユ
ー
ト
ピ
 

ァ
に
 他
な
ら
な
い
。
理
神
論
の
神
を
奉
じ
る
刑
罰
な
き
 

・
 J
j
-
9
-
l
 
社
 会

 で
あ
る
。
だ
が
、
国
民
の
欲
望
を
一
元
化
す
る
こ
と
 で

し
か
成
り
立
ち
得
な
 

ぃ
 社
会
と
は
、
一
体
何
な
の
か
。
定
め
ら
れ
た
永
遠
者
 出
 が

 
拝
に
国
民
が
唯
々
と
し
て
 従
 5
 の
は
、
他
の
礼
拝
方
式
 、

礼
拝
対
象
を
知
ら
な
 

い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
刑
罰
は
な
い
が
、
強
制
労
 働

 が
そ
の
代
役
を
果
た
す
。
刑
罰
と
名
付
げ
ら
れ
て
 ぃ
 な

 い
 だ
け
な
の
だ
 0
 サ
 

ド
 に
と
っ
て
は
、
牢
獄
こ
そ
が
刑
罰
の
必
要
条
件
だ
っ
 

ザ
メ
 の
英
断
の
一
つ
は
、
死
刑
を
廃
止
し
た
こ
と
で
あ
 

た
か
ら
で
あ
る
。
一
種
の
強
迫
観
念
 @
@
 と
も
あ
れ
、
 
牢
 

る
 。
確
か
に
、
死
刑
は
徹
廃
さ
れ
た
。
し
か
し
、
重
罪
人
 

獄
 が
な
 い
 以
上
は
刑
罰
 

が
 出
た
場
ム
ロ
は
僅
か
 

も
ま
た
あ
り
得
な
い
。
 

け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
 

サ
モ
ェ
 に
は
、
 実
 は

 如
何
な
る
自
由
労
働
も
存
在
し
な
い
。
全
て
の
島
民
が
 国

家
の
割
り
振
っ
た
 

労
働
に
一
生
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
 が

 快
適
で
あ
る
に
せ
よ
、
強
制
労
働
に
変
わ
り
は
な
い
の
 チ

ハ
 

-
@
O
 

な
 食
糧
と
小
舟
を
与
え
て
島
か
ら
追
放
す
る
と
 ザ
メ
 が
 占

曇
 旨
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
形
を
変
え
た
死
刑
に
他
 な
 ら

な
い
。
重
罪
犯
が
少
 

な
い
こ
と
は
自
慢
し
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
 島
 民

 が
去
勢
 し
 尽
く
さ
れ
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
事
実
、
 

ザ
 メ

 は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
 

利
用
し
て
、
島
民
の
欲
望
を
制
限
し
ょ
う
と
努
め
る
。
 教
 育

 重
視
は
当
然
と
言
っ
て
よ
い
。
一
定
の
年
齢
に
達
す
 る

と
、
子
供
は
強
制
的
 

に
 親
元
か
ら
離
さ
れ
て
国
家
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
る
の
だ
 。

更
に
、
服
装
さ
え
も
自
由
で
は
な
い
。
性
別
、
年
齢
 別

に
着
る
も
の
が
指
定
 

さ
れ
る
。
囚
人
の
い
な
い
こ
の
島
で
ほ
、
囚
人
服
が
お
 仕

着
せ
な
の
だ
。
 

結
局
、
賢
人
 ザ
メ
 は
決
し
て
賢
明
な
の
で
は
な
い
。
 

単
 に

 狡
 い
だ
 げ
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て
が
島
民
の
無
知
 と

 寡
欲
に
依
拠
し
て
 

 
 

お
り
、
統
治
と
は
こ
の
状
態
を
維
持
す
る
努
力
に
体
な
ら
 な

い
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
、
 
サ
 モ
ェ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
実
は
決
し
て
そ
う
 で

な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
勿
論
、
サ
ド
の
意
識
で
は
 、

そ
れ
は
コ
ー
ト
ピ
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端
の
啓
蒙
家
を
気
取
る
つ
も
り
な
ら
、
こ
の
社
会
は
崩
 落
す
る
他
は
あ
る
ま
い
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
、
社
会
を
生
産
的
に
論
じ
て
い
る
筈
の
箇
所
 に
さ
え
、
何
ら
か
の
社
会
崩
壊
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
 そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
 

強
く
報
復
が
意
図
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
の
社
会
崩
壊
の
 様
は
 、
如
何
ほ
ど
凄
ま
じ
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
 そ
れ
は
、
唯
一
者
を
頂
 

 
 

点
と
す
る
悪
の
体
系
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

サ
ド
の
描
く
社
会
に
ほ
、
支
配
 と
被
 支
配
の
関
係
し
か
 見
 出
せ
な
い
。
欲
望
を
実
現
す
る
に
は
、
リ
ベ
ル
タ
 ソ
 は
 支
配
の
側
に
立
っ
て
 

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
望
の
受
け
皿
、
即
ち
犠
牲
者
 が
 要
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
リ
ベ
ル
タ
 ソ
 と
い
え
ど
も
 、
よ
り
一
両
 
位
の
 リ
ベ
ル
 

タ
ソ
 に
は
服
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
て
、
全
て
の
 人
 間
を
直
線
的
に
配
列
す
る
よ
う
な
一
種
の
 ヒ
ニ
 ラ
ル
キ
 ｜
が
 築
き
上
げ
ら
れ
 

る
 0
 で
は
、
何
が
高
位
、
低
位
の
リ
ベ
ル
タ
ン
と
単
な
る
 犠
牲
者
を
仕
分
け
る
の
か
。
当
人
の
抱
く
哲
学
に
他
な
 ら
な
い
 0
 恵
里
子
 然
た
 

る
 実
践
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
 教
説
 で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
 が
 リ
ベ
ル
タ
ン
の
条
件
な
の
だ
。
 

幕
 

こ
の
 教
説
 に
は
一
連
の
段
階
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 

人
間
の
行
為
の
善
悪
に
無
関
心
な
神
、
邪
悪
な
神
、
 主
 口
悪
に
無
関
心
な
自
然
、
邪
悪
 

終
 で

あ
る
た
め
に
は
、
支
配
ホ
 

膝
な
 

、
，
 
自
然
。
 り
べ
ル
タ
ソ
 

の
側
に
立
っ
た
め
に
は
、
そ
の
ど
れ
か
に
自
ら
を
託
さ
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

蝸
 

し
か
し
、
こ
れ
で
悪
の
教
 説
 が
尽
き
る
訳
で
は
 な
い
。
破
壊
を
喜
ぶ
邪
悪
な
自
然
は
悪
を
法
則
化
し
て
 人
 間
 に
押
し
付
け
る
が
故
に
 、
 

自
 

遂
に
は
リ
ベ
ル
タ
ン
に
よ
っ
て
忌
避
さ
れ
る
に
至
る
。
 行
 為
 の
一
つ
一
つ
が
実
は
自
然
の
計
画
に
組
み
込
ま
れ
て
 い
る
と
す
れ
ば
、
リ
ベ
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ア
 以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
サ
モ
 ェ
 は
 、
 彼
を
処
 新
 し
た
国
家
と
は
刑
罰
、
宗
教
の
点
で
 柑
 反
し
て
い
る
 が
 、
国
民
に
幸
福
な
 生
 

活
を
約
束
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
フ
ラ
ン
ス
が
現
に
採
 崩
 し
て
い
る
刑
罰
、
宗
教
は
、
国
民
の
幸
福
に
と
っ
て
 絶
 対
 で
は
あ
り
得
な
い
。
 

む
し
ろ
 桂
桔
 に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
条
理
に
反
す
る
 か
ら
で
あ
る
。
 

（
Ⅱ
 

り
 
@
 

け
れ
ど
も
無
意
識
 裡
に
 、
サ
ド
は
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
 暗
影
を
投
じ
る
。
保
証
す
べ
 き
 自
由
は
、
強
制
と
化
す
る
 だ
ろ
う
。
理
性
的
に
 

選
択
さ
れ
た
筈
の
理
神
論
も
、
内
実
を
暴
け
ば
、
君
主
 の
 支
配
 欲
と
 国
民
の
無
知
の
故
に
採
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
 。
従
っ
て
 、
ザ
メ
 が
 
一
 



け
れ
ど
も
、
支
配
、
被
支
配
の
関
係
か
ら
必
然
化
さ
れ
 

的
で
な
い
。
そ
れ
を
見
て
い
こ
う
。
 

サ
ド
の
 言
 5
 支
配
は
 、
 単
に
欲
望
の
充
足
を
目
ざ
し
て
 

が
惹
ぎ
起
 こ
さ
れ
る
に
せ
 
よ
 、
そ
の
原
因
は
 り
べ
ル
タ
 
 
 る

 社
会
崩
壊
も
 、
 悪
と
情
欲
の
分
離
に
起
因
す
る
社
会
の
 

壊
滅
ほ
ど
に
は
破
局
 

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
強
調
し
て
お
く
必
要
 

が
あ
る
。
社
会
崩
壊
 

の
 欲
望
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、
欲
望
が
殺
致
に
 

よ
っ
て
し
か
完
壁
に
 

（
 
神
 -
 

混
乱
が
起
こ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
 

や れ き 邪 義 ル 
は す 破 と ょ 邪 な 悪 的 タ 

    私 

刺 もう そは 、 
な し も   邪 と 己 
い た は 約 文 廟 ; を 悪 さ の 

で 犯 や な 配 歓笑 な れ 喪 
し 罪 私 丈 す 」 き 自 る 失 
よ な が 配 る に 抜 然 の を 

へ だ 嘆   の 。 か 

、 ま な と さ 犯 段 忠、 げ な 
ま す く な れ す 階 実 れ ぃ 

つ る 者 こ 
な ど 訳 

なり ナ こⅩ なら 

こ ひ ま ま て者 いだそ こそ 、 こ、 も、信仰 v し 

の 、 し る げ が サ   
， 央 の い ドのス 無秩序 眠って ても、 からだ が存在 真のり 

楽 団   

か お 水 。 す べ ト に 復 白 

ら り 遠 実 る ル イ よ と 己 
際 サ タ シ っ 引 の 

はまの 、 す効 " ド ソ ス 

国 間 果     社 リベ 0 ワ @ ヒ ね え を 発 全体 を も、 ル 舎 種 池 れ に 企 :, 
の 和 揮 タ ャこ ケこ な ょ 矢 ら 

堕 が し ン は お ら ぅ わ な 
落 句 続 が 、 い な 。 れ げ 
と ら げ 夢 確 て い だ る れ 
か か て % 、 か 唯   が ち ば 

、 め く す に 一 こ " の な 
私 焦 れ る 崩 な こ そ が ら 

の 秩 る 犯 壊 る に れ な な 
死 序 よ 芽 以 入 室 な い い 

後 の う 

も 原 な   
余 国 犯 って、 外の未は桁 外 尋 田 れ は の 
誤 と 罪 れ 来 一元悪、 
な な を   
留 づ 見 は情 @ と ロ はな 種 の も 。 て ， EE い 三 

め て 付 つ い 超 微 は 快 へ 

る い け て 。 人 と や 楽 向 
ヶ ま な と よ な 無 ， 央 が け 
ど い う     こ の 関 
明 よ ご 。 で、 で ， 係 た音ゅ 楽は それ 志 が 当て であ 々 白な ぅ ざ はあ 、 る実 に 
々 こ い 殺 。 践 ほ ろ 第 
な と ま 裁 さ で、 。 一 
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由 思想の * 

祭 者 い 
の の と 
奴 役 者 
隷 割 え 
に は て 
堕 常 お 
し に り 

て 夫   
は の 罰 
な 名 さ 

ら の れ 
な 下 る 
い に こ   
も な く 

し 欺 奴 
も す 隷 
司 こ を 

祭 と 棟 
ほ ほ 奪 

従順あっ し 、 
を た 虐 
善 か 政 
わ ら を 
た だ 敷 
か 。 く 

つ し た 
た か め 
り、 

そ こ 聖 
の れ 職 
債 ら 者 
欲 彼 と 

に 廉 結 
利 郎 託 
便 な す 
を 王 る 
与 侯 だ 
え と ろ 
な い う 

か え 。 

  
ばが 、 同 聖 職 

1 ㏄ (2 羽 ) 

終 幕 

い
う
こ
と
だ
。
宗
教
は
知
と
徳
に
欠
け
た
王
侯
に
と
っ
て
 し
か
有
益
で
あ
り
得
ず
、
連
中
は
、
自
分
ら
が
奴
隷
を
 統
治
せ
ね
ば
な
ら
な
 

い か め 

る バ 居． 
と       木目 '@ 二 @" 

  
い 言 無 構 
ま ぅ 神 想 
ま 。 言祥奇 ミ軒 

で， 
述 

者 れ 
ド る 

べ ル 侍 

て 
    

ぎ 、 ソ サ 
ナ， @ ク ド   
全 男 千丈 

て 爵 従 
の と 来 
    埋 め 

と 
か 

神 宮 
き令 由 

ら 者 居 ， 
明 ヴ 杢目 ， り ． 

ら ォ の 
か ル 粋 
ケプ ヒ テ を 
な 
る   
の を 田 

ま 丘 「 取 る   
キ 上 ろ 
  
ス 

  
ナ， Ⅰ   

ト教 

    
が 『 の 
神 暴 た 
聖 か め 

な 
政 れ 泊 こ V " 、 一 " 
治 キ は 

と国 

U  ひ き 

ス - 
民 ト 世 

の福 前 L 代 教 
祉 の に 

ケ @ ヒ 結 現 
逆 論 れ 
行   
し 

て ド人 一 

こ
の
段
階
を
サ
デ
ィ
ス
 ふ
 と
捉
え
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
 て
よ
い
。
自
己
の
快
楽
は
他
者
の
苦
痛
に
比
例
す
る
と
み
 る
 観
念
で
あ
る
。
 そ
 

す
れ
ば
、
 殺
 裁
を
自
動
作
業
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 か
ら
で
あ
る
。
 

い
か
ら
だ
。
欲
望
の
充
足
は
犠
牲
者
と
の
関
係
に
全
く
 従
 属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

欲
望
の
従
属
性
の
故
に
、
リ
ベ
ル
タ
ン
の
支
配
に
発
す
 6
 社
会
崩
壊
は
小
規
模
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 犠
 牲
 者
の
人
格
に
拘
泥
 

者
と
の
間
に
何
ら
か
の
繋
が
り
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
 と
に
変
わ
り
は
な
い
。
繋
が
り
を
 抜
 ぎ
に
し
て
、
快
楽
の
 生
じ
る
場
は
あ
り
得
な
 

の
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
受
け
手
と
の
関
係
が
 密
 で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
よ
り
大
き
な
快
楽
が
期
待
で
ぎ
 る
か
ら
に
 0
 ジ
ュ
リ
 
ヱ
 

@
,
@
 

ら
 

@
 自
分
の
私
生
児
を
殺
す
時
に
 、
 

。
そ
し
て
、
た
と
え
リ
ベ
ル
タ
 ソ
 が
無
差
別
殺
人
を
企
 む
 に
せ
よ
、
犠
牲
 

ツ
ト
ま
 

Ⅰ
 

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
欲
望
は
、
そ
の
受
け
手
に
よ
っ
て
 強
く
規
定
さ
れ
る
。
 
殺
 教
の
対
象
、
快
楽
の
供
給
源
と
は
 い
 え
 、
 受
け
手
が
匿
名
 

は
 満
た
さ
れ
な
い
以
上
、
社
会
崩
壊
は
避
け
よ
う
が
な
 い
 。
だ
が
、
欲
望
に
囚
わ
れ
て
い
る
限
り
、
リ
ベ
ル
タ
ン
 は
 他
者
の
存
在
に
配
慮
 



て 
ド 神 た 
か は と 
バ 伺 え 

怖れ 十 と。で の道 こと たの 

分 友 穂 が だ は 
" も 神   なょ の、 は 炊具 自 理も 。 何 
の で 存 だ斧 こ の に 性 の 

無 も 在 畔 れ 一 と だ を 

は 否定 神 論的 尤し よ、。 もも 
が ;  要 も   ナ ・ @ 

見 さ 従 約 最 回 ら 
解 れ ぅ さ 大 砲 さ 

ケ @ し て 

対 も、 べれ きよ手書、 のをず 
し 原 ぅ 福 し そ 
て 人 理   

堤 展 

ヴ が 
  理   
  性 。 欲 の て 程 
ア ヶ @ 甲 

  基   
  つ 原 の 給 に 確 
ほ @ 別 と 5 な 固 
同 限 を 回 た れ と 

じ り、 
< 
社 社 

ム 
した魂 是認し じだ け 最大の ないこ 

金重 

云 
は 京也 認 大幅をあ 幸 とに 

視 な す な で 教 っ 
の お 

  る 幸 あ え て 
姿 に 幅 る て は 
勢 層 
を 円 はにこくす 、 し とれ ぐ 

取 滑 
  沖 @ ヒ に消 宗教 自 、 @ ま 、 る 。 

や 今 心 そ え   神 の が し て 
ら し は 聖 教 て し 

も、 よ 要 ま え " ま 
（ ナ ノ ら ぬ て 同 ぅ 

逆 な 悪 く 胞 か 
Ⅴ @ し 結 い な れ の ら 

そ 局、 。 他 る 幸 だ 
れ 大 害 。 不日 田 

ナ " し 社 
ム 

良 に 人 に 友 
か ユ " 
ら y Ⅰ し 力を む ょ、 なさな 間の 

    と だ ぬ 一 貫 理 
そ   げ こ 団 す 性 

者 い 
だ Ⅰ の   
  私 村 こ 

し が ; 話 こ 
か そ 口 で、 

し う で は 述 
そ べ 彼 無 
ね た の 神 
き か 
避 ら 論こ 影で 

げ と あ そ 
る い る が   末 社 

期 会   者 の 
性 犯 は 幸 信温 から 山ハ 罪を 甘ロ ぅ ツ 

学 奨   基 
ぶ 励 
べ し 

礎 
と 

き て さ 

て ・ い れ 
あ る て 

り と   取 る 

Ⅰ コ つ の 
堕 て ズ， し 

地 は 
  

獄 な     

の ら ヘノ @ 
よ な し 

う い 泊 - Ⅰ な 
一 確 
偽 か 

識見 

レま 

サ 

りに の "     Ⅱ @ し 

れ 罪 も 

か は 見 
ら で、 出 
で、 き せ 

は る る 
な だ   
  避 司 「 

こ げ 祭 
ぅ る 
し べ 

た き 
と末 

期 

従 
  

て、 

  
  
  
  
  
が、 

キ 

  
  
  
教 
を 
否 
定 
し 

力、 Ⅰ 

の 

1 ひ キ と Ⅱ 

何 
よ 

  

も、 

そ 
  
が @ 

社 
会 
ケ @ - 
マ 
  
ナ 
ス 

に作 

用 
す 
る 
か 

ら 

ヤ @ し 

  
な 

ら 

な 

   
 

司
祭
は
必
ず
や
聖
な
る
武
器
で
刃
向
か
っ
て
く
る
に
ち
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自由思想の終幕 

な 下 神 反 い も 社 
の 適 を 理 乾 こ 。 収 会 社 
は 格 社 押 す の そ 監 の 会 

る よ れ 経 幸 維 持の 食的機、個人 、無と断じ 論 の、 力 うに も ま、 験が 福を 見地か の信仰 退 て、 能の中 神 論を 。それ 、サド 作品に 補して 狙いと 

0 位 に 無 を が 登 い し ら 
重 幽 封 昧 者 ド 場 る て 打   
失 申 め と に ッ 参 る 。 さ 
念 し る 評 は ク く べ ュ れ 
さ 渡 点 す 、 や の ぎ l た 
れ す に る 理 ヴ 理 だ ト 理 
て 。 見 こ 神 ォ 神 ろ ピ 神 
い 他 る と 論 ル 読 ぅ ア 論 

と 適 が 許 神 ル セま るこ とテ 方は こと "  無 @  者 サ暗 ド転サ o  のは " 
だ 格 で さ 論 を 高 が は ド   

。 と ぎ れ の 模 潔 理   ノ @ ヒ 

個 認 よ て 眼 字 な 神 理 も   
反 社就 にし てえ 許 必、 るはれ利の賢 ばあ の 王 
会 げ の は 妻 社   り 欠 ザ 
的 る 機 は が 全 容 と 腕 メ 理 ャがとす の 台 こ 巨 はは ある 崩壊 易に して に由   
方 は ら わ 
に 閑 な い   
立 職 い に 見 よ い で 少 
つ に 。 欠 え さ る は な 
似 す 一 げ な 0 こ な く 

上 ぎ 方 る   と い と 

  な は 。 
  

そ い 神 南 何 も意 もよ、む 。 
れ 。 を 者 が @ 凝 し 識 
@ こ こ の 不 
盗 こ の 共 満 いろの を " 表 
意 で 機 通 で、 容 こ 層 
酌 量 能 項 彼 れ こ で 

な 要 に は も よ な で は 

国 初 得 さ 

民 主 と れ 私 
ほ ほ 考 る は 

  無 と る 神 、 ぇ る にち 

て 統 だ が 論 

是 治 ろ い 者 
非 者 う な の 
と な か い 王   
妄 執 私 し は 
な い は も 係 
の （の 毎 払 わ 
だ鮒供 日 が り 

。 与 幸 若 た 
者 当 主 く 

な り な な 

る次 " 第 らい " 。 
私を 復讐 せこ、 無神 

者 解 論 白 
な 毒 者 で   
征 服。 廷 殺 
と ま 人 す 
い な と こ 

ぅ げ は と   
が な り 自 

惰 ら た 介 
枠 な く の 
に い な 得 
深 だ い と 

く る 。 考 
刻 ぅ 払 え 
み 。 を る 
込 そ 青 だ 
ま れ 殺 ろ 

れ放 る、 す るか ぅ こ と一局 至 こと ら 。 
は " 者を私 な " は 

揖ぎ 自分王侯る、 
と 造 の 殺 

有
神
論
に
と
ど
ま
っ
た
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
宗
教
な
く
し
 て
 社
会
 は
 決
し
て
存
続
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
 



失
念
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
個
人
の
信
仰
か
ら
 拡
 が
っ
て
い
く
 輪
 と
し
て
捉
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
 紐
帯
機
能
に
は
そ
も
そ
 

も
 意
味
が
な
い
。
内
面
的
な
信
仰
と
外
形
的
な
仕
草
 と
 の
 相
互
補
完
性
は
、
理
神
論
や
無
神
論
の
主
張
と
は
別
の
 次
元
で
社
会
結
合
を
保
 

証
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
信
仰
の
重
み
を
閑
却
 し
た
ま
ま
で
宗
教
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
想
定
さ
れ
 る
 社
会
は
家
畜
の
群
 と
 

選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
よ
し
と
判
定
す
 る
 目
は
 、
 実
は
監
視
す
る
番
人
の
目
に
他
な
ら
な
い
。
 

こ
の
種
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
、
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
の
手
 
一
 
口
を
借
り
れ
ば
、
「
何
も
の
で
も
な
し
」
。
Ⅱ
 

@
0
-
 
筈
の
も
の
を
 非
 難
し
て
い
る
に
す
ぎ
 

な
い
。
信
仰
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
何
も
 の
で
も
あ
り
得
ず
、
統
治
論
や
国
家
論
の
道
具
に
さ
れ
る
 他
 は
な
い
。
宗
教
を
論
 

じ
て
信
仰
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
致
命
的
な
 落
度
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

個
人
の
信
仰
を
核
ど
す
る
社
会
結
合
の
在
り
方
は
 、
共
 感
 と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
感
情
の
共
同
と
い
う
 程
の
意
味
だ
。
感
情
 

ほ
 個
に
特
有
で
あ
る
一
方
で
、
種
に
通
有
で
も
あ
る
。
 両
 刃
 の
 剣
 と
い
え
な
く
も
な
い
。
疎
外
の
因
と
も
、
協
働
 0
%
 と
も
な
り
得
る
か
 

ら
だ
。
そ
し
て
、
全
人
類
を
射
程
に
い
れ
た
共
感
が
 テ
 １
％
と
な
る
時
、
神
の
代
役
を
見
付
け
る
の
は
容
易
で
な
 か
ろ
う
。
現
在
を
起
源
 

か
 終
末
か
に
投
影
し
な
い
限
り
、
種
の
共
感
は
構
想
し
 得
な
い
。
従
っ
て
本
来
、
無
神
論
に
は
世
界
観
の
改
変
が
 伴
 う
筈
 な
の
だ
。
共
感
 

0
%
 損
 に
対
し
て
、
無
神
論
は
重
い
責
任
を
負
っ
て
い
る
  
 

サ
ド
は
神
に
退
位
を
迫
っ
た
訳
で
は
な
い
 0
 閑
職
に
追
 い
 遣
っ
た
の
で
も
な
い
。
ま
さ
し
く
死
刑
を
断
行
し
た
の
 だ
。
こ
こ
に
至
っ
 

て
 、
自
由
思
想
は
新
し
い
世
界
観
と
倫
理
規
定
を
も
つ
に
 至
る
。
 

サ
デ
ィ
ス
 ム
 こ
そ
、
新
し
い
倫
理
規
程
に
他
な
ら
な
い
 0
 共
感
の
反
転
で
あ
る
。
無
神
論
１
１
神
の
非
実
在
が
所
 与
の
事
実
だ
と
す
れ
 

ば
、
も
ほ
や
 共
感
に
は
余
地
が
な
い
。
共
感
が
あ
り
 得
 な
 い
 以
上
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
感
情
の
相
反
を
拡
大
す
 る
 方
が
よ
い
。
即
ち
 、
 

他
者
の
苦
し
み
は
自
己
の
喜
び
に
転
化
さ
れ
る
の
で
あ
 る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
共
感
不
在
の
惹
 ぎ
 起
こ
す
自
他
の
絶
対
的
対
 立
は
 、
他
者
を
否
定
す
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
よ
 う
 。
 し
 か
し
サ
デ
ィ
ス
 ム
 の
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自由 意相 の 絡莫 

段
階
で
は
、
あ
く
ま
で
部
分
的
解
消
に
す
ぎ
な
い
。
 な
 ぜ
な
ら
、
全
面
的
解
決
に
は
他
者
を
全
面
的
に
否
定
す
る
 こ
と
が
必
要
だ
が
、
 こ
 

こ
で
は
他
者
否
定
は
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
か
ら
だ
 。
快
楽
に
囚
わ
れ
て
い
る
限
り
、
他
者
の
人
格
 

犠
 牲
 者
と
し
て
の
価
値
を
 

尊
重
し
な
い
訳
に
い
か
な
い
 0
 他
者
へ
の
思
い
入
れ
ま
 で
は
否
定
で
き
な
い
。
サ
デ
ィ
ス
ム
的
な
悪
の
実
践
で
は
 、
対
立
は
部
分
的
に
し
 

か
 超
克
さ
れ
得
な
い
の
だ
。
 

こ
の
よ
う
に
、
サ
デ
ィ
ス
 ム
 は
無
神
論
を
突
き
つ
め
て
 共
 感
を
否
認
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
異
例
に
属
す
る
。
 無
神
論
的
傾
向
が
強
 

い
と
は
い
え
、
自
由
思
想
は
決
し
て
共
感
そ
の
も
の
を
 否
 認
 し
な
い
。
単
に
変
質
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
信
仰
に
 基
づ
く
共
感
で
は
な
 

く
 、
い
ま
や
快
楽
に
基
づ
く
共
感
で
あ
る
。
自
由
思
想
 は
こ
の
間
の
相
違
に
頓
着
し
な
い
 0
 従
っ
て
、
自
己
と
 他
 者
の
対
立
に
ま
で
思
い
 

及
ば
な
か
っ
た
と
し
て
も
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
。
 相
 互
的
 快
楽
と
い
う
共
感
の
安
価
な
代
用
品
に
よ
っ
て
 、
対
 立
は
巧
み
に
回
避
さ
れ
 

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
サ
ド
は
一
気
に
自
己
と
他
者
を
対
立
 さ
せ
る
。
だ
が
、
サ
デ
ィ
ス
 ム
 の
段
階
で
は
未
だ
十
分
な
 解
決
を
見
な
い
。
 快
 

楽
に
執
着
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
で
は
一
介
の
 り
 ヘ
ル
タ
ン
に
す
ぎ
ず
、
自
由
思
想
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
 限
 り
 、
絶
対
的
対
立
を
抽
 

ぎ
 出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

自
他
の
対
立
の
程
度
ほ
、
そ
の
暗
黙
の
帰
結
で
あ
る
 社
 会
 崩
壊
の
規
模
に
一
致
す
る
。
サ
デ
ィ
ス
 ム
 の
段
階
で
は
 小
規
模
な
崩
壊
に
す
 

ぎ
な
い
。
リ
ベ
ル
タ
ン
の
放
縦
を
描
く
際
に
、
孤
城
、
人
 跡
 稀
な
山
野
、
人
里
離
れ
た
修
道
院
な
ど
が
舞
台
に
選
 ば
れ
た
こ
と
は
偶
然
で
 

な
い
。
し
か
し
、
ス
ト
イ
シ
ス
 ム
 の
段
階
に
至
っ
て
 崩
壊
は
世
界
的
な
規
模
と
な
る
。
自
他
の
絶
対
的
対
立
 を
 解
消
す
る
に
は
、
他
者
の
 

一
人
格
を
顧
慮
し
て
は
な
ら
ず
、
他
者
ば
か
り
で
な
く
 、
自
己
を
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
快
楽
を
捨
 て
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
 

こ
う
し
て
、
サ
ド
は
自
由
思
想
の
圏
内
を
脱
す
る
 0
 ス
ト
イ
シ
ス
 ム
 へ
の
移
行
の
契
機
を
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
 自
然
か
ら
の
束
縛
に
対
す
 

る
 認
識
の
深
化
に
見
 

億
卜
 
。
ヘ
ー
）
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
 

-
 

た
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
共
感
不
在
に
対
す
る
認
識
の
探
 化
 を
挙
べ
る
べ
ぎ
で
あ
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（
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（
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）
 

1
 

ろ
う
。
 
り
 

王
 
@
 

（
 l
 ）
 

（
 2
 ）
 

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
「
奴
等
に
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
 サ
ド
の
叫
び
が
バ
ス
チ
ー
 ユ
 行
進
の
引
き
金
に
な
っ
た
。
そ
の
 当
 日
 、
既
に
他
 

へ
 移
さ
れ
て
い
た
サ
ド
は
、
こ
の
混
乱
の
中
で
 
ョ
 ソ
ド
ム
百
二
 
十
日
」
の
草
稿
を
永
遠
に
失
う
目
に
会
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
 

従
来
、
サ
ド
研
究
は
精
神
分
析
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
 多
か
っ
た
が
、
近
年
で
は
、
文
学
論
と
し
て
の
ド
ス
ト
 エ
 フ
ス
 キ
 ー
的
 読
解
、
 

思
想
史
的
に
は
ニ
ー
チ
ェ
と
の
類
縁
性
、
あ
る
い
は
政
治
論
的
 考
察
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
も
の
が
出
て
来
て
い
る
 。
こ
の
 試
弘
適
不
 
Ⅰ
 

は
 、
サ
ド
の
思
想
に
つ
い
て
、
自
由
思
想
か
ら
突
出
し
て
い
る
 点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
 

中
ま
 0
 ぎ
の
 下
守
ヨ
 ・
 
八
 Ⅰ
 e
s
-
 
ヨ
 目
 東
晃
 

a
u
 

Ⅹ
 そ
コ
 。
 四
 ㌣
 汀
 V
 、
 め
 け
り
 
ゴ
 の
 モ
 の
甘
の
降
 
且
ト
の
 ㍉
 ト
 参
照
 0
 リ
ベ
ル
テ
ィ
ナ
ー
ジ
ュ
に
は
 、
「
自
由
思
想
」
 

と
「
放
蕩
」
の
両
義
が
あ
る
。
同
様
に
、
リ
ベ
ル
タ
ン
の
語
も
 
「
自
由
思
想
家
」
及
び
「
放
蕩
者
し
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
も
 つ
 。
肝
腎
な
の
 

は
、
 単
な
る
放
蕩
者
と
い
え
ど
も
自
由
思
想
の
ム
ロ
 

理
 的
な
宗
教
 観
 で
理
論
武
装
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
 他
 な
ら
な
い
。
 

臼
ヨ
 0
 コ
 0
 片
し
 e
p
u
 
せ
 o
 戸
八
 Ⅰ
 簿
巨
 ・
 
@
1
 
串
臣
ト
の
 
「
 絵
諸
 ～
 V
.
 の
 妙
 -
 
目
 ）
）
 

@
 ハ
 Ⅱ
 
年
、
ぃ
 
0
 デ
 片
口
 
臥
 0
9
 

ト
の
㍉
㏄
 

-
 づ
 ・
Ⅰ
Ⅰ
 

の
 ま
 e
.
 八
 Ⅰ
卑
下
品
 c
 ゴ
 o
@
g
V
 、
 目
呂
 0
 コ
 ㏄
 紛
吟
住
 の
 年
ぶ
臼
 （
 
@
0
 
コ
の
 
、
 n
O
-
.
P
O
/
 

）
の
，
 

-
9
6
9
-
 

ワ
ニ
・
な
お
、
こ
れ
は
一
七
八
一
 年
 二
月
に
 ヴ
ァ
 

ラ
ン
ス
の
城
塞
か
ら
夫
人
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
る
。
 

宇
宙
・
 ，
ワ
ト
 の
の
・
ゴ
ー
フ
リ
デ
ィ
は
サ
ド
の
財
産
管
理
人
。
 

の
が
年
の
 

，
八
 ハ
ン
ト
 
ぎ
 。
 毎
づ
巴
 n
o
E
 
「
 0
E
 汀
 
「
 
0
 ヨ
が
口
 Ⅰ
三
）
 
0
 の
 0
 Ⅰ
 田
 戸
口
の
 
し
 V
 づ
 O
-
.
 
Ⅰ
 
こ
 ）
の
 
ぃ
コ
 
・
）
 

p
n
p
E
g
 

つ
 p
E
 

せ
の
「
（
・
 

P
o
 

の
 q
 。
 や
ド
 の
 ド
 

の
 a
d
e
-
 令
 e （
（
お
の
目
さ
 

@
s
@
 

の
の
 

V
 
 も
・
こ
い
 お
 
ニ
セ
八
三
年
 十
一
月
、
夫
人
宛
て
の
手
紙
）
、
お
よ
び
サ
ド
の
著
作
の
多
く
の
 
箇
所
。
 

他
の
多
く
の
禁
断
の
書
と
は
違
っ
て
著
者
サ
ド
の
名
で
公
刊
さ
 れ
た
 
弓
 ア
リ
ー
ヌ
 と
 ヴ
ァ
ル
ク
ー
ル
ロ
は
 、
 殊
の
ほ
か
啓
蒙
的
 色
彩
が
強
い
。
 

の
曲
 
宙
の
 
・
 ハ
 レ
 目
ぎ
 0
 注
せ
が
）
 

c
o
u
r
o
E
 

ざ
 
q
0
 
ヨ
い
ロ
づ
ゴ
臣
 

0
 の
 0
 せ
 三
目
 お
 V
 せ
 o
-
.
 
月
毛
・
 
ま
 。
 L
.
 な
お
、
引
用
文
中
 
n
U
 

は
筆
者
 

に
よ
る
補
足
・
 

H
F
@
 

隼
 ：
や
・
 い
 Ⅱ
 肚
 

Ⅰ
 
ヴ
 @
 
ロ
 ・
・
 
せ
 ・
 り
 Ⅱ
年
１
旬
 

Ⅰ
 ま
且
つ
 
㏄
 ぷ
 ・
し
か
し
サ
ド
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
 、
 法
が
 情
 欲
を
刺
戟
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
強
調
し
て
い
る
。
法
に
よ
る
 規
制
と
出
会
う
 

 
 

時
 、
情
欲
は
ま
す
ま
す
燃
え
織
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
し
て
 も
、
 法
は
縮
小
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

他
方
で
、
啓
蒙
的
意
図
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
 ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
「
哲
学
事
典
し
に
、
特
に
「
食
人
者
」
の
 一
 頃
 を
設
け
て
い
 

(228) 
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書
評
と
紹
介
 

ま
曲
コ
 
円
ド
の
ら
毛
が
）
（
 

す
の
 
Ⅰ
 

ヲ
 
自
の
侍
 
曲
づ
プ
せ
 ㏄
）
ガ
の
江
レ
 臣
侍
甘
円
す
 
O
O
P
O
 

㎎
Ⅰ
の
 

づ
 ひ
 %
 器
ヲ
 自
ゑ
 
コ
 。
Ⅱ
 ノ
ト
 
0
 Ⅱ
ト
の
 

幅
 ，
田
山
ハ
（
 

コ
ヴ
娃
 
Ⅱ
 
的
 ・
Ⅰ
の
㍉
 

こ
 
Ⅰ
づ
り
の
 

㌧
 帥
 け
ト
 セ
づ
 
P
 
の
 コ
 D
p
F
p
 

円
ゴ
 0
 
%
 が
 隼
 ぎ
が
 ト
 の
 で
 ～
 
臣
 0
 ぃ
曲
 

之
 e
 韻
ぺ
 0
 「
 
ガ
ヒ
づ
 @
 
づ
の
 
「
の
 
@
 
（
 
ぜ
 セ
ロ
の
の
の
、
 

之
 e
 韻
ぺ
 0
q
 
ガ
 こ
モ
 
0
 。
 い
 ㌍
  
 

安
中
隆
徳
 

ス
ピ
 ノ
ー
ザ
哲
学
と
宗
教
と
の
関
係
の
問
題
は
幾
通
り
に
も
 考
，
 
ぇ
 ら
れ
 

よ
う
。
汎
神
論
、
無
神
論
と
い
う
か
つ
て
の
否
定
的
位
置
づ
け
 も
そ
の
 一
 

側
 で
あ
り
、
ま
た
肯
定
的
に
考
え
る
際
に
も
、
多
種
の
考
察
 角
 度
の
設
定
 

が
 可
能
と
な
ろ
 う
 。
以
下
に
見
る
二
著
の
前
者
は
、
 反
 神
学
で
 あ
る
（
 と
 

す
る
）
哲
学
体
系
に
一
つ
の
本
質
的
な
宗
教
的
モ
チ
ー
フ
の
 表
 現
 を
見
 

る
 。
後
者
は
、
「
宗
教
と
哲
学
が
共
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
」
 根
 頓
的
思
惟
 

の
場
を
考
え
て
い
る
。
ま
た
最
近
復
刻
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
 ス
 。
 
ヒ
 ノ
ー
ザ
 

の
 用
語
と
し
て
の
「
宗
教
」
の
概
念
を
考
え
る
 
ョ
ス
ピ
 ノ
ー
ザ
 の
 小
本
数
機
 

答
心
 
L
 の
 せ
 @
 
臣
 0
 ド
 舵
の
㎡
心
の
）
 

あ
 @
0
 
コ
 の
 
す
 の
的
 
ユ
 h
h
 
（
 
%
@
.
 

㌧
Ⅰ
む
日
。
Ⅱ
の
 

、
 Ⅰ
の
 
0
 の
・
 
Ⅰ
の
㏄
 

0
 ）
 且
ヘ
 

@
 

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
一
つ
の
 本
質
的
な
 

大
き
な
問
題
へ
の
一
角
度
よ
り
す
る
考
究
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
 ぅ
が
、
特
 

に
 表
題
の
一
一
著
に
お
い
て
、
宗
教
へ
の
親
近
と
い
う
問
題
設
定
 

 
 

に
な
さ
れ
て
い
る
事
で
、
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

ヴ
 ア
ル
タ
ー
の
 ョ
反
 神
学
と
し
て
の
形
而
上
学
臼
の
特
色
は
 、
 ス
ピ
ソ
 

｜
ザ
 の
方
法
論
の
重
視
で
あ
る
。
二
章
二
章
「
方
法
と
真
理
 
」
、
一
一
玉
 

早
 

「
現
実
性
ま
 @
 
卸
 主
宰
 ガ
の
 
@
 
（
の
概
要
」
、
三
章
「
世
界
と
神
の
 中
の
 、
 

人
間
」
）
に
分
か
れ
る
そ
の
最
初
の
章
が
、
定
義
 法
 、
幾
何
学
 約
論
証
の
 

考
察
に
あ
て
ら
れ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
論
証
は
必
ず
し
も
 重
 祝
 さ
れ
 

ず
 、
静
的
と
し
て
神
の
力
 動
 と
対
置
す
る
見
解
す
ら
あ
っ
た
の
 

特
色
は
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
モ
チ
ー
フ
八
方
法
論
）
の
側
の
あ
り
 

る
ス
ピ
 ノ
ー
ザ
の
側
の
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
方
法
論
の
中
に
探
る
 

る
 。
こ
れ
は
こ
の
著
の
主
張
で
あ
る
、
 反
 神
学
、
宗
教
哲
学
と
 

ピ
 ノ
ー
ザ
体
系
の
説
く
世
界
像
の
あ
り
方
を
対
比
、
対
決
さ
せ
 

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
こ
の
著
で
な
さ
れ
る
解
釈
方
法
及
 

ノ
ー
ザ
の
側
の
動
機
を
考
察
す
る
の
に
、
一
つ
の
有
益
な
視
座
 

ァ
 ル
タ
ー
は
、
体
系
内
部
の
神
、
世
界
の
あ
り
方
の
み
な
ら
ず
 だ

が
、
 ヴ
 

、
考
究
す
 

方
と
、
ス
 

び
 主
張
の
 

を
 提
供
す
 

い
，
っ
，
ス
 

。
 
ヒ
 

て
 考
え
る
 

の
で
あ
 

所
に
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
 
八
 真
理
Ⅱ
 神
 Ⅱ
原
因
 V
 を
 定
 議
 し
よ
う
 

と
い
う
試
み
は
、
原
因
へ
の
定
義
だ
か
ら
、
或
る
因
果
性
を
含
 ん
で
い
る
 

が
 、
か
か
る
 神
 
（
原
因
）
 よ
 り
す
る
個
物
規
定
は
 、
 我
々
の
 日
 常
 の
詰
物
 

の
 諸
問
題
（
持
続
、
消
滅
等
の
個
物
間
の
四
果
）
を
ど
れ
ほ
ど
 説
明
し
得
 

て
い
る
か
、
と
著
者
は
問
題
提
起
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
神
（
 原
因
）
 よ
 

り
す
る
個
物
規
定
と
我
々
の
経
験
と
い
う
問
題
で
、
こ
の
体
系
 で
 「
木
質
 

的
に
は
未
解
決
な
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
（
 
ゅ
 白
 「
定
義
 

論
 」
 ダ
臣
 「
学
問
と
経
験
」
）
。
こ
れ
は
方
法
論
の
意
味
を
掘
り
 

下
げ
た
が
 

 
 

故
に
、
そ
れ
と
体
系
の
世
界
像
の
対
比
が
可
能
と
な
っ
た
考
察
 の
 一
例
で
㎝
 

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
第
一
章
は
い
わ
ば
地
味
な
 迫
 域
の
綿
密
 な
 考
究
な
 

7
 

 
 

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
一
二
軍
以
降
で
な
さ
れ
る
こ
の
著
の
体
 

 
 



性
格
を
決
定
づ
け
る
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

笹
豆
 早
で
の
「
 
ェ
チ
ヵ
 」
第
一
部
へ
の
考
察
も
論
証
の
あ
り
方
 が
 重
視
 

さ
れ
、
何
故
そ
の
 ょ
う
 な
論
証
が
な
さ
れ
た
か
が
考
察
の
 テ
｜
 
マ
と
な
 

る
 。
例
え
ば
、
何
故
存
在
論
的
な
神
の
存
在
証
明
の
次
に
 、
岳
 限
 の
属
性
 

に
よ
 る
存
在
証
明
が
な
さ
れ
た
か
が
提
起
さ
れ
る
。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
後
者
 

の
 
「
宇
宙
論
的
証
明
」
に
 
、
 神
と
自
然
の
同
一
視
の
テ
ー
マ
が
   

か
る
 テ
ー
マ
は
存
在
論
的
証
明
の
み
で
は
出
な
い
と
舌
ロ
 

ぅ
 。
 そ
 こ
で
二
種
 

の
証
明
が
並
列
す
る
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
か
か
る
理
由
   

姿
煮
 毛
ぎ
蚕
 Ⅰ
を
言
う
唯
名
論
下
の
神
学
へ
の
批
判
を
モ
チ
 １
フ
 と
す
 

る
 、
と
著
者
は
考
え
る
。
そ
の
結
果
唯
名
論
の
よ
う
に
人
問
の
 救
済
は
偶
 

黙
約
啓
示
 
パ
 。
 呂
 ぎ
め
の
三
の
 

O
h
 

（
 
o
 ロ
ヴ
 
の
「
ロ
ロ
の
に
よ
ら
ず
、
 神
  
 

然
 と
し
て
理
性
の
問
題
、
課
題
と
な
る
、
と
す
る
。
 

神
 即
自
然
 を
 著
者
は
 

反
 神
学
の
問
題
と
し
て
と
ら
た
る
の
で
あ
る
。
著
者
の
考
察
 
は
 更
に
進
 

む
 。
か
か
る
二
種
の
証
明
が
同
一
の
神
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
 際
 の
 整
 ム
ロ
 

は
 完
全
で
あ
る
か
と
問
い
、
こ
れ
に
否
定
的
見
解
を
示
し
て
い
 る
 。
こ
れ
 

は
 、
論
証
と
体
系
世
界
を
対
比
す
る
著
者
の
解
釈
万
法
の
特
色
 を
 明
瞭
に
 

示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
（
そ
の
他
こ
の
種
の
問
題
で
は
、
無
限
 の
 属
性
の
 

数
牲
と
 統
一
性
の
整
ム
ロ
等
々
に
お
い
て
、
著
者
は
同
様
に
否
定
 

 
 

な
く
と
も
完
全
に
は
肯
定
的
で
は
な
い
見
解
を
示
す
の
で
あ
る
 ）
 

第
三
章
は
「
 ヱ
チ
ヵ
 」
第
二
 @
 
五
部
の
広
大
な
領
域
を
あ
つ
か
 ぅ
が
、
 

論
証
モ
チ
ー
フ
に
即
し
ょ
う
と
す
る
著
者
の
論
述
 法
 が
こ
こ
で
  
 

で
あ
る
。
特
に
人
間
精
神
の
定
義
で
の
論
証
へ
の
著
者
の
理
解
 は
 注
目
さ
 

れ
よ
 う
 
の
・
 乙
 「
人
間
精
神
の
定
義
）
。
ま
た
、
中
世
後
期
の
唯
 
老
仏
棚
下
 の
 

神
学
へ
の
克
服
の
試
み
が
 ス
ピ
 ノ
ー
ザ
に
あ
る
と
す
る
著
者
の
 見
解
は
 、
 

タ
 イ
ー
ン
ポ
ー
ル
（
因
み
に
ク
イ
ー
ン
ポ
ー
ル
は
か
つ
て
京
都
 、
大
徳
 

寺
 に
参
禅
 し
、
 禅
に
関
す
る
 著
 
目
の
目
が
の
（
の
 

q
O
h
N
 の
 コ
 ・
 之
 0
 名
 べ
 0
q
 
オ
 

C
 ロ
ぎ
 
の
 r
s
@
 

（
 
ゼ
 下
の
の
 
s
 
、
 ）
 
0
 の
 
ト
 及
び
 ス
ピ
 ノ
ー
ザ
に
関
す
る
 諸
 論
文
が
あ
 

る
 ）
の
主
張
は
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
が
非
二
元
論
者
 
臣
 。
 コ
 と
け
 
ぃ
 ）
 
@
s
 
（
だ
と
す
 

る
 点
に
あ
る
。
つ
ま
り
 ス
ピ
 ノ
ー
ザ
体
系
に
複
数
実
体
が
な
い
 か
ら
、
 我
 

々
の
身
辺
諸
物
を
諸
実
体
と
考
え
な
い
思
惟
が
そ
こ
に
あ
る
と
 し
 、
用
語
 

こ
の
章
で
最
も
多
く
説
得
力
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
 思
 わ
れ
る
。
 

 
 

つ
ま
り
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
、
表
象
 @
 
簿
牡
コ
ぃ
 （
 
@
o
 の
不
完
全
を
一
 舌
ぅ
 認
識
 
皿
 

理
論
は
、
唯
名
論
に
よ
る
 涼
識
 批
判
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
 い
る
と
言
わ
 

 
 

ぅ
 。
し
か
し
唯
名
論
で
は
か
か
る
批
判
の
み
で
終
り
、
人
の
救
 済
は
啓
示
㏄
 

仁
 求
め
ら
れ
る
。
が
 ス
ピ
 
ノ
ー
ザ
で
は
、
認
識
の
理
論
上
に
お
 い
て
、
 

（
神
よ
り
す
る
）
理
性
「
 
ド
 （
 
@
o
 と
い
う
（
表
象
と
は
別
の
）
も
 っ
 
@
 -
 一つ
 

の
 認
識
を
考
え
る
事
で
、
唯
名
論
の
克
服
が
試
み
ら
れ
て
い
る
 
、
と
す
 

 
 

ア
ー
マ
が
 

あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
著
は
こ
う
し
て
、
 
真
 
（
原
因
で
あ
る
 神
 ）
 ｜
 論
証
 ｜
 理
性
 と
い
う
 

一
連
の
関
連
す
る
問
題
を
考
察
し
て
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
意
図
を
 反
 神
学
、
 

宗
教
哲
学
だ
と
す
る
。
方
法
論
（
論
証
法
）
の
中
に
モ
チ
ー
フ
 を
 探
り
、
 

体
系
世
界
と
対
比
す
る
著
者
の
解
釈
は
そ
こ
で
有
効
性
を
持
っ
 て
い
る
。
 

し
か
し
ま
た
か
か
る
行
き
方
と
は
別
に
、
 

神
 、
実
体
等
に
端
的
 な
 世
界
像
 

と
し
て
、
論
理
タ
ー
ム
の
側
面
と
は
別
に
そ
れ
ら
白
身
に
主
体
 を
置
く
 観
 

点
も
強
調
さ
れ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
例
え
ば
次
に
見
 る
 ウ
イ
ー
 

ン
ポ
ー
ル
の
よ
う
に
）
と
も
思
わ
れ
る
。
 



圭 証左紹介 

法
の
見
地
ょ
り
そ
の
思
惟
を
探
り
、
深
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
 る
 。
 

第
一
 @
 三
章
は
準
備
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
 
ヘ
 プ
ラ
イ
の
神
の
 名
 
「
 ェ
 

ホ
ヴ
ァ
ニ
 は
存
在
を
意
味
し
 、
 後
の
諸
哲
学
の
テ
ー
マ
が
神
話
  
 

で
 考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
い
、
宗
教
と
哲
学
の
共
通
す
る
 テ
｜
 マ
 の
あ
り
 

方
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
「
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
思
惟
の
脈
 絡
を
考
え
 

る
 為
に
」
西
欧
思
想
史
上
の
諸
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
第
二
章
 は
ス
ピ
ノ
 

｜
ザ
の
 用
語
の
起
源
と
し
て
の
テ
カ
ル
ト
研
究
 "
 第
三
章
は
 ス
 ピ
 ノ
ー
ザ
 

の
 伝
記
・
諸
著
作
の
考
証
で
あ
る
。
従
来
多
く
注
目
さ
れ
な
か
 っ
た
ス
 。
 
ヒ
 

ノ
ー
ザ
の
著
書
目
ヘ
ブ
ラ
イ
語
文
法
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
 既
述
の
よ
 

う
 に
著
者
は
用
語
法
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
ピ
 ノ
｜
   

よ
 り
得
た
 へ
 ブ
ラ
 イ
 語
の
思
惟
は
重
要
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
 ド
は
、
ヘ
フ
 

ラ
イ
語
で
は
名
詞
と
動
詞
の
接
近
が
著
し
い
。
こ
れ
は
次
章
 
以
降
（
 第
 

口
車
「
 
一
 性
の
概
念
 
コ
 0
 ま
 0
 コ
 」
第
五
章
「
属
性
」
第
六
章
 

「
 俺
我
 」
 

己
幅
 
o
 ）
 
e
s
s
n
e
s
 

の
第
七
章
「
知
性
」
第
八
章
「
人
間
の
隷
属
」
 

第
 九
章
「
 人
 

間
の
自
由
」
）
で
、
唯
一
実
体
の
動
詞
、
動
詞
的
性
格
の
主
張
 と
 結
び
つ
 

く
 。
ま
た
 へ
 ブ
ラ
 イ
 語
で
「
知
る
」
は
「
愛
す
る
」
の
意
を
含
 み
、
「
 神
 

の
 知
的
 愛
 」
の
背
景
と
な
る
と
す
る
の
は
、
興
味
深
い
指
摘
 と
 な
ろ
 う
 。
 

第
四
章
は
複
数
実
体
の
な
い
 ス
ピ
 ノ
ー
ザ
体
系
の
考
察
で
あ
る
 。
多
数
 

の
 固
定
的
、
静
的
な
名
詞
（
実
体
）
が
あ
り
、
そ
れ
に
形
容
詞
 が
か
か
る
 

は
 
0
 な
く
、
 
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
語
体
系
だ
が
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
で
 

諸
 特
は
変
化
可
能
 
宰
の
コ
潟
 
㏄
三
の
な
特
性
の
集
 
 
 

一
 
と
言
う
。
「
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
一
性
㌍
 已
に
の
 洞
察
に
よ
り
 、
全
西
欧
 人
 

 
 

Ⅱ
の
心
中
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
か
ら
完
全
に
離
れ
る
。
」
 唯
一
実
体
は
 、
 

 
 

唯
一
と
し
て
 他
と
 比
較
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
自
体
固
定
 的
で
な
く
 

動
的
に
解
さ
れ
る
・
と
官
 
ぅ
 。
八
木
質
 V
 温
 s
e
 
監
守
は
八
祥
す
 る
 V
 紡
お
 ・
 

き
 
ぎ
の
現
在
分
詞
よ
り
生
じ
る
か
ら
、
 
汀
ぎ
 ㏄
と
訳
す
べ
き
 で
あ
り
、
 

八
 存
在
 V
 も
の
ま
 簗
ヨ
 ㎎
と
す
べ
 き
 だ
と
言
う
。
こ
こ
に
 ア
リ
 ス
ト
テ
レ
 

ス
 0
 冊
沼
田
と
は
別
に
、
 
巧
的
 意
味
が
語
の
歴
史
か
ら
と
り
だ
 さ
れ
る
。
 

近
代
 詰
め
 
e
 の
㏄
の
 

コ
 
c
e
 

は
「
牢
記
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
る
。
こ
 

う
 し
て
名
詞
 

に
か
か
る
形
容
詞
は
、
動
詞
に
か
か
る
副
詞
と
し
て
の
意
味
を
 含
み
は
 じ
 

め
る
，
「
副
詞
な
く
し
て
我
々
は
 ス
ピ
 ノ
ー
ザ
を
解
し
得
な
い
。
 
」
第
五
章
 

で
は
か
か
る
唯
一
実
体
下
の
属
性
の
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
る
。
 そ
れ
は
 各
 

々
が
実
体
で
は
な
く
、
 
デ
ヵ
ル
ト
と
 異
質
な
思
惟
の
表
現
で
あ
っ
 て
 、
「
 我
 

々
が
 い
 、
身
体
を
名
詞
的
実
体
的
に
あ
っ
 か
 3
 代
り
に
、
形
容
 詞
的
 属
性
 

的
に
思
惟
す
る
 よ
う
 に
」
か
か
る
用
語
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
 と
 言
う
。
 

第
六
章
「
無
我
」
は
、
か
か
る
用
語
法
の
根
底
と
し
て
の
、
 一
 
実
体
の
 

意
味
を
 、
 掘
り
下
げ
る
も
の
で
、
注
目
す
べ
き
考
察
が
あ
る
。
 著
者
に
 
ょ
 

れ
ば
、
我
々
の
根
源
的
自
己
同
一
性
 
日
 0
 コ
（
 
@
 
（
 
ゼ
 0
 間
 額
 は
 、
 他
と
 比
較
 

仮
託
せ
ず
、
そ
れ
自
体
を
語
る
事
が
困
難
な
構
造
を
持
 つ
て
 い
る
。
 だ
 

か
ら
こ
れ
を
考
え
る
の
に
、
（
 他
 と
の
比
較
を
絶
し
た
）
唯
一
 

の
神
に
お
 

い
 て
考
え
て
ぎ
た
、
 
と
 言
 う
 。
「
西
欧
の
人
々
は
か
か
る
 種
頑
 の
 自
己
 同
 

一
 を
宗
教
的
に
考
え
て
ぎ
た
。
」
こ
う
し
て
神
の
問
題
に
お
い
て
 

人
は
根
源
 

的
 自
己
同
一
性
の
模
範
の
 パ
 の
 
ヨ
づ
 P
p
 
（
を
考
え
て
ぎ
た
、
と
す
 る
 。
そ
し
 

て
か
か
る
神
の
あ
り
方
が
 ス
ピ
 ノ
ー
ザ
に
お
い
て
は
、
（
 詳
 説
 
-
 さ
れ
て
 
ぃ
 

る
 仏
教
の
）
 
蛙
 我
の
人
の
あ
り
方
士
示
す
と
し
て
、
個
々
に
 つ
 い
て
 込
而
述
 

 
 

し
て
い
る
，
こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
く
思
わ
れ
る
が
、
非
人
格
 的
神
勧
む
 

㎝
 

虹
 我
と
ま
で
解
し
て
よ
い
も
の
か
、
評
者
に
は
疑
問
に
も
思
わ
   

 
 

た
 神
と
人
の
結
び
つ
ぎ
方
も
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
体
系
に
お
け
る
そ
 れ
 
（
内
在
 



ス
ピ
 ノ
ー
ザ
 と
 宗
教
と
い
う
課
題
は
前
述
の
よ
う
に
甚
だ
大
 き
 く
 思
わ
 

れ
る
の
だ
が
、
八
宗
教
 V
 を
必
ず
し
も
既
成
的
、
典
礼
的
に
の
 み
 考
え
 

原
因
等
）
で
な
く
、
こ
の
点
か
ら
著
者
自
身
の
思
惟
で
あ
り
、
 か
つ
そ
れ
ず
、
む
し
ろ
現
代
の
問
題
意
識
か
ら
深
め
る
 個
 性
的
考
究
が
、
こ
れ
ら
の
 

が
こ
の
著
の
考
察
の
根
底
を
支
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
も
 思
 わ
れ
る
。
 

三
箸
で
な
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
 

第
七
 ｜
 九
章
は
か
か
る
体
系
世
界
に
お
け
る
知
性
、
人
間
存
在
 に
つ
い
 

て
 考
え
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
 ス
 ビ
ノ
ー
ザ
は
神
と
自
然
を
 同
一
視
す
 

る
 事
で
宗
教
と
哲
学
を
結
び
つ
け
た
。
の
み
な
ら
ず
、
通
常
 超
 自
然
と
関
 

係
づ
 げ
ら
れ
て
い
た
人
間
を
 、
 彼
は
意
識
、
知
覚
の
様
相
と
し
 て
 描
く
事
 

で
、
宗
教
と
哲
学
を
結
び
つ
げ
た
」
と
す
る
。
従
っ
て
「
理
性
 の
 示
し
は
 

珍
し
く
な
い
。
そ
れ
は
、
偉
大
な
諸
宗
教
で
訓
示
さ
れ
て
い
る
 。
初
期
 へ
 

。
フ
ラ
イ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
そ
の
 
義
 
Ⅰ
 
E
 の
 
（
 
@
h
@
n
 

痒
ざ
コ
 は
啓
示
 

の
方
向
性
と
し
て
興
味
深
い
が
、
仏
教
の
語
を
具
体
的
に
 ス
ピ
 ノ
ー
ザ
に
 

と
 信
仰
に
 

よ
 る
。
ョ
ヰ
 チ
ヵ
 L
 で
は
義
は
、
そ
れ
を
理
解
し
、
直
観
す
る
 
所
に
あ
 

る
 」
と
さ
れ
る
。
 

以
上
、
実
体
を
名
詞
、
主
語
と
解
す
る
点
等
に
見
ら
れ
る
文
法
 的
 見
地
 

を
 用
い
た
著
者
の
思
惟
は
、
興
味
深
い
。
実
体
概
念
を
神
に
し
 か
 用
い
な
 

い
 用
語
法
へ
の
着
眼
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
仏
教
の
実
 体
読
と
の
 

比
較
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
根
底
に
か
か
る
問
題
意
識
が
あ
る
 事
は
洞
察
 

あ
て
は
め
て
 よ
 い
か
、
疑
問
に
も
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
非
二
元
 は
ス
ピ
ノ
 

｜
ザ
の
 用
語
法
に
即
す
れ
ば
、
唯
一
実
体
で
あ
る
か
ら
一
元
論
 と
す
る
の
 

が
よ
り
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
著
者
が
言
 う
よ
う
 に
）
 仏
 教
が
非
二
 

元
 だ
と
し
た
ら
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
一
元
論
の
一
つ
の
あ
り
方
に
 な
る
の
で
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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唯
識
思
想
は
 

（
 ヨ
 ー
ガ
ー
チ
 

興
福
寺
に
伝
わ
 

い
う
に
と
ど
ま
 

に
重
ん
ぜ
ら
れ
 

こ
の
よ
う
な
 

と
あ
る
道
理
で
 

概
説
書
と
な
る
 

っ
た
ら
、
そ
れ
 

が
 少
 い
と
い
う
 

で
あ
ろ
う
か
，
 

「
唯
識
の
哲
学
 

唯
識
字
 は
大
 

体
 の
が
っ
ち
り
 

手
染
寺
書
店
、
一
九
七
九
年
七
月
刊
 

B
6
 、
 一
 0 
十
二
九
 0
 頁
 、
二
四
 0
0
 円
 

高
崎
直
道
 

イ
ソ
 ド
 大
乗
仏
教
の
二
大
学
派
の
一
つ
で
あ
る
 楡
 加
行
 旅
 

ャ
 ー
 ラ
 ）
の
学
説
で
あ
る
。
わ
が
国
で
言
え
ば
法
隆
寺
や
 

る
 法
相
宗
の
三
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
単
に
一
宗
の
教
学
と
 

ら
ず
、
保
合
字
と
並
ん
で
仏
教
の
基
礎
 学
 と
し
て
伝
統
的
 

た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

唯
識
 字
 で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
解
説
書
や
註
釈
類
は
山
 

あ
る
が
、
さ
て
万
人
が
手
頃
に
読
め
る
よ
う
な
現
代
的
な
 

と
 、
意
外
に
牡
が
限
ら
れ
て
く
る
。
研
究
雅
文
 咀
数
 と
い
 

こ
そ
汗
牛
充
棟
た
ど
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
に
、
概
説
書
 

の
は
こ
の
学
問
が
や
は
り
極
め
つ
ぎ
の
難
物
で
あ
る
か
ら
 

そ
の
数
少
 い
 概
説
書
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
に
取
上
げ
る
 

」
が
あ
る
。
 

乗
 の
う
ち
で
は
最
後
に
俺
達
し
た
学
問
仲
保
で
、
そ
れ
 白
 

し
た
組
織
を
具
え
て
い
る
上
、
体
系
的
叙
述
を
な
す
論
理
 

横
山
紘
一
着
 

「
唯
識
の
哲
学
 ヒ
ハ
サ
 主
翼
。
 %
v
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書評と紹介 

虹 一 

  

スこ 

と叫 L " " @% ト ‥   
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
。
次
に
第
二
章
は
「
自
己
の
根
源
 
体
 

阿
頼
耶
 

識
 」
の
題
の
下
で
潜
在
意
識
と
も
い
 う
 べ
き
 ア
 ー
ラ
ヤ
識
の
機
 能
を
詳
述
 

し
 、
第
三
草
で
は
、
そ
の
 ァ
 ー
ラ
ヤ
識
を
自
我
と
み
な
し
て
 我
 執
を
起
す
 

と
こ
ろ
の
 
意
 
（
マ
ナ
ス
）
の
働
き
を
「
自
我
意
識
の
形
成
 

末
那
識
」
 

0
 題
で
扱
っ
て
い
る
。
舌
ロ
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ー
ラ
ヤ
 

識
 や
 っ
 ナ
ス
 9
 設
 

定
は
唯
識
 説
 に
特
有
の
理
論
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
 根
元
的
な
 

あ
り
方
１
１
輪
廻
転
生
し
苦
海
に
沈
滞
し
て
い
る
を
説
明
 
す
る
強
力
 

有
効
な
武
器
で
あ
る
。
 

以
上
が
さ
き
に
述
べ
た
円
の
識
論
に
相
当
し
（
冒
頭
の
一
節
 は
 日
 の
 唯
 

諦
観
を
導
入
部
と
し
て
い
る
Ⅰ
か
つ
、
そ
れ
が
本
書
の
主
要
部
 分
を
形
成
 

し
て
い
る
。
唯
識
 説
 と
し
て
は
そ
の
あ
と
、
三
性
説
と
、
唯
識
 無
境
 の
 体
 

得
に
 よ
 る
悟
り
へ
の
実
践
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
 は
こ
の
 胡
 

題
を
第
四
章
「
真
理
の
完
成
 ｜
転
依
 」
に
お
い
て
一
括
し
て
 叙
述
し
て
 

い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
そ
の
第
一
節
は
自
己
変
革
の
名
で
転
 依
を
 詳
説
し
 
、
 

第
二
節
は
真
理
の
論
理
的
解
明
と
題
し
て
三
性
説
を
論
じ
、
 そ
 れ
が
ョ
般
 

若
 経
口
の
空
の
論
理
を
継
承
し
つ
つ
も
・
真
理
の
存
在
を
強
調
 す
る
と
こ
 

ろ
に
特
色
 @
 
か
あ
る
こ
と
を
説
き
、
唯
識
 説
 に
あ
っ
て
は
、
真
理
 は
 抽
象
的
 

概
念
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
「
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
 &
 万
 成
し
体
得
 

す
べ
き
具
体
的
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ
て
本
書
の
む
す
び
と
し
 て
い
る
。
 

以
下
、
特
色
あ
る
叙
述
な
い
し
 問
睡
点
は
 つ
い
て
触
れ
て
お
く
  
 

著
者
は
第
一
章
冒
頭
で
 
刊
 
解
深
密
経
」
「
分
別
 楡
 跡
見
」
を
 引
 い
て
、
 

 
 

@
 評
説
 力
 禅
定
体
験
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
こ
と
、
そ
の
 由
 来
す
る
と
㏄
 

 
 こ

ろ
が
 
ョ
楡
伽
 請
口
声
聞
 地
 
（
吉
二
六
）
に
あ
る
こ
と
、
た
だ
 
 
 

 
 

は
 唯
識
の
み
」
と
い
う
表
現
は
そ
こ
に
は
な
く
、
「
 解
 深
密
行
 」
が
七
種
 



真
如
の
一
つ
と
し
て
は
じ
め
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
 て
い
る
。
 

楡
伽
行
 唯
識
説
の
根
源
を
「
声
聞
 地
 」
に
見
出
す
こ
と
は
正
鵠
 を
 得
て
い
 

る
と
思
わ
れ
る
。
 

著
者
は
唯
識
説
の
特
色
を
「
一
切
（
サ
ル
 ゥ
ア
 ）
を
 唯
 
（
 マ
｜
 ト
ラ
 ）
 

に
 統
一
し
よ
う
と
す
る
 楡
伽
師
 た
ち
の
指
向
性
が
 ヨ
 ー
ガ
体
験
 と
 結
合
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
唯
識
思
想
が
成
立
し
た
」
（
九
頁
）
と
い
う
 風
 に
ま
と
 

め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一
切
と
 唯
 と
の
指
向
は
仏
教
の
当
初
 か
ら
あ
っ
 

た
と
も
言
っ
て
い
る
か
ら
、
唯
を
ど
う
捉
え
る
か
で
特
色
が
出
 
る
 わ
 け
 

 
 

で
、
そ
の
限
り
で
は
右
の
総
括
は
具
体
 珪
 が
な
い
。
た
だ
し
、
 一
切
が
実
 

 
 

 
 

有
 で
あ
る
と
い
う
有
部
 説
や
 、
一
切
が
空
と
説
く
中
観
派
に
対
 し
 、
一
切
 

佑
申
心
 「
識
の
活
動
」
で
あ
り
、
「
識
の
活
動
に
よ
っ
て
 顕
わ
 さ
れ
た
も
 

の
 」
で
あ
る
と
見
て
 、
 （
「
 
内
 」
は
何
れ
も
 セ
ご
臣
 
ミ
ニ
識
の
訳
 ）
識
の
み
 

の
 有
を
強
調
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
こ
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
 い
  
 

著
者
は
さ
ら
に
、
 楡
 跡
付
 派
 が
唯
識
と
い
う
こ
と
を
実
践
に
よ
 っ
て
 体
 

験
す
る
と
同
時
に
、
理
論
的
に
論
証
す
る
こ
と
に
力
を
尽
し
た
 こ
と
を
 特
 

筆
す
る
。
こ
れ
は
講
説
の
展
開
の
う
ち
か
ら
、
 陳
那
 に
は
じ
ま
 る
 仏
教
本
刷
 

理
学
（
因
明
）
が
発
展
し
た
歴
史
を
顧
れ
ば
容
易
に
頷
け
る
こ
 と
で
あ
る
 

が
 、
唯
識
の
論
証
の
基
盤
と
し
て
「
名
称
と
事
物
と
の
客
塵
性
 」
を
と
り
 

上
げ
て
論
じ
て
い
る
（
五
七
 ｜
 六
七
頁
）
こ
と
は
極
め
て
当
を
 得
て
い
 

る
 。
ち
な
み
に
客
塵
性
と
は
名
称
（
 名
 、
概
念
）
と
こ
の
 名
づ
 げ
ら
れ
た
 

村
家
（
 義
 ）
と
が
相
互
に
非
本
来
的
（
 W
 的
ぃ
 
三
口
 オ
ぃ
 
）
す
な
わ
 ち
、
仮
り
 

の
む
す
び
つ
ぎ
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
確
認
の
上
に
、
す
べ
て
 が
 心
の
上
 

 
 

に
 
発
展
と
 

舌
口
 

え
 

見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
（
 づ
 「
 
帥
ぢ
い
つ
 
（
 
@
L
 せ
ご
 
p
p
 
ゃ
 （
 
@
 
）
 

 
 

次
に
認
識
の
構
造
が
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
認
識
 ポ
 叫
で
、
は
 

当
撰
 の
こ
と
な
Ⅰ
 
ら
陳
那
 の
 所
 乱
も
加
味
し
て
、
い
わ
ぬ
 
る
 識
の
三
分
⑥
 

 
 
 
 

節
 、
四
分
 説
 か
僻
説
さ
れ
、
ま
た
、
識
の
有
相
か
無
相
か
の
 区
   

れ
て
い
る
（
九
六
頁
）
。
有
相
 か
虹
相
 か
と
は
知
識
内
容
と
し
 て
の
識
の
 

 
 形

相
が
識
に
固
有
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
知
識
は
外
界
の
対
 象
の
反
映
 

で
あ
り
、
識
に
固
有
の
形
相
は
な
い
と
見
る
か
で
、
有
部
な
ど
 の
 外
界
 実
 

在
 論
は
無
相
知
識
論
で
あ
る
が
、
外
界
の
対
象
を
認
め
な
い
 唯
 諸
説
 は
基
 

大
的
に
有
相
知
識
論
と
な
る
。
た
だ
し
 

経
 童
部
は
外
界
実
在
論
を
 と
る
が
・
 

認
識
論
上
は
知
識
内
容
は
推
理
の
結
果
と
し
て
識
に
生
ず
る
 形
 相
 に
ほ
か
 

な
ら
な
い
ロ
外
界
そ
の
も
の
は
識
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
し
と
 
み
る
 占
 

で
、
有
相
知
識
論
に
属
す
る
。
こ
の
こ
と
と
唯
識
 説
 内
部
で
後
 世
 発
展
し
 

た
 二
学
説
と
し
て
の
有
相
唯
識
 説
 と
無
相
唯
識
 説
 と
は
内
容
が
 若
干
 異
 

る
 。
ま
た
、
護
法
と
安
意
と
の
間
で
、
護
法
が
見
分
と
相
公
、
 す
な
わ
ち
 

識
 の
う
ち
な
る
主
観
と
し
て
ほ
た
ら
く
面
と
、
客
観
と
し
て
は
 た
ら
く
面
 

と
を
、
共
に
識
に
固
有
と
み
、
低
地
 起
性
 と
み
な
す
（
こ
れ
は
 上
述
の
有
 

相
知
識
論
に
合
致
し
、
か
つ
有
相
唯
識
 説
 に
も
合
致
す
る
）
の
 に
 対
し
、
 

実
意
 が
 見
分
相
分
を
認
め
ず
、
そ
の
 
ょ
う
 な
主
観
（
熊
取
）
 

客
 観
 
（
 所
 

取
 ）
は
す
べ
て
遠
計
 所
軟
 性
と
考
え
た
こ
と
と
の
対
立
は
 、
こ
 の
後
世
の
 

有
相
無
相
の
唯
識
 説
 と
も
論
点
が
異
み
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
 題
は
現
在
 

な
お
話
学
者
の
間
で
見
解
の
相
違
も
あ
り
、
定
説
と
し
て
読
者
 に
 示
す
の
 

が
 難
し
い
。
そ
の
た
め
か
著
者
は
ほ
と
ん
ど
立
入
っ
た
説
明
を
 し
て
い
な
 

い
 。
そ
れ
は
現
状
と
し
て
賢
明
で
あ
る
が
、
た
ど
護
法
の
立
場
 か
ら
ミ
白
 
え
 

ば
 ど
っ
ち
に
し
て
も
有
相
 説
 で
何
の
疑
念
も
出
な
い
。
著
者
が
 も
し
た
 
ど
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こ 配 て妻     

者 て つ 興   
問題   

123 
一   
(237) 

ぅ
 。
（
 
た
ビ
し
 

、
図
表
は
お
お
む
ね
「
 

成
 唯
識
論
」
の
説
に
 

塞
 い
て
い
 

る
 。
ま
た
、
図
示
は
あ
く
ま
で
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
。
念
の
 

た
め
）
 

な
お
、
本
書
は
昭
和
五
五
年
度
の
完
歌
学
会
賞
を
受
け
た
こ
と
 

を
 附
記
 

し
て
お
く
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  
 
 

 
 

 
 

  

大
乗
起
信
論
の
成
立
に
関
す
る
 

資
料
論
的
研
究
 

春
秋
社
、
昭
和
五
六
年
二
月
刊
 

菊
判
、
五
 

0
 六
十
一
二
頁
、
八
五
 

0
0
 
円
 

 
 

竹
村
 
牧
男
 

 
 

日
大
乗
起
信
論
二
の
研
究
、
特
に
そ
の
撰
述
問
題
に
か
か
る
究
明
 

よ
 
4
 ）
 

 
 

一
昭
和
の
初
期
頃
ま
で
、
斯
学
会
の
大
問
題
で
あ
っ
た
。
 

そ
 の
後
、
決
定
的
 

一
な
解
決
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
、
今
日
で
ほ
そ
の
究
明
に
対
 

す
る
関
心
、
 

軌
 

意
 は
い
さ
さ
か
冷
め
て
ぎ
た
感
も
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
 

、
著
者
は
 
%
 
超
 

一
信
 論
 ヒ
並
び
に
そ
の
注
釈
 

書
 等
に
関
す
る
研
究
を
営
々
 

と
 積
み
上
げ
て
 

こ
 

 
 

一
 ら
れ
、
こ
の
ほ
ど
そ
の
学
界
待
望
の
大
部
の
業
績
を
刊
行
 

さ
れ
た
。
い
う
 

 
 
 
 
 
 

一
 ま
で
も
な
く
、
著
者
の
博
士
論
文
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 



%
 に
は
否
定
的
な
立
場
に
立
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
論
拠
に
著
者
   

道
を
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
撰
述
 問
題
へ
の
 

見
通
し
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
前
提
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
 
さ
れ
た
 

向
 起
信
論
 三
 を
め
ぐ
る
論
争
の
論
点
を
一
切
網
羅
し
っ
 っ
 、
こ
れ
 を
 整
理
 

し
 、
現
在
ま
で
の
仏
教
研
究
の
成
果
の
中
で
適
切
な
評
価
、
 位
 置
 づ
 け
 を
 

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
本
書
の
価
値
が
あ
ろ
う
。
 こ
 う
し
た
 

"
 起
信
論
研
究
 "
 の
集
大
成
は
 
、
 全
く
余
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
  
 

あ
り
、
今
後
の
「
起
信
論
」
研
究
は
、
基
本
的
に
本
書
か
ら
 出
 発
し
て
 よ
 

い
も
の
と
考
え
る
。
 

本
研
究
に
は
、
「
資
料
論
」
と
い
う
立
場
が
 標
傍
 さ
れ
て
い
る
 。
資
料
 

論
 と
い
う
方
法
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
必
ず
し
も
理
解
し
 易
い
も
の
 

で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
著
者
は
、
「
本
研
究
の
目
的
は
 、
起
 信
論
 の
 成
 

立
 に
関
す
る
資
料
論
と
し
て
の
白
ら
の
立
場
を
構
築
す
る
こ
と
 仁
 2
 
つ
 

て
、
 与
え
ら
れ
た
資
料
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
た
 ぅ
 る
か
ぎ
 り
 着
実
に
 

真
相
に
接
近
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
判
明
し
得
た
資
料
 の
み
を
 通
 

じ
て
、
論
の
成
立
に
対
す
る
必
然
的
な
見
通
し
を
記
述
す
る
 

」
「
 そ
 

0
 作
品
の
成
立
に
関
連
す
る
と
見
ら
れ
る
諸
資
料
の
領
域
を
決
 走
 す
る
た
 

め
に
は
、
す
く
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
資
料
の
吟
 味
を
通
じ
 

て
 、
可
能
な
か
ぎ
り
個
々
の
断
片
的
諸
資
料
を
問
題
の
全
体
像
 の
中
で
 位
 

置
 づ
け
る
べ
き
見
通
し
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
   

で
 質
料
・
論
的
立
場
を
構
成
し
て
、
研
究
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
 は
 な
ら
 

な
 い
 」
等
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説
に
 よ
 れ
ば
、
 要
 は
ョ
起
信
 

論
 」
の
テ
キ
ス
ト
自
身
も
含
め
、
 

円
 起
信
論
」
を
め
ぐ
る
あ
ら
   

を
 吟
味
し
、
そ
の
精
度
と
限
界
を
み
き
わ
め
決
定
し
て
い
く
、
 そ
の
集
成
 

さ
て
、
本
書
の
内
容
で
あ
る
が
、
四
章
に
分
か
れ
て
い
る
。
 

第
一
章
で
は
、
「
起
信
論
」
の
成
立
を
め
ぐ
る
資
料
を
、
成
立
 に
 関
す
 

る
 伝
承
資
料
（
 経
録
 等
）
の
検
討
、
著
者
馬
鳴
と
訳
者
真
諦
の
 情
想
 性
の
 

検
討
、
こ
れ
ま
で
の
撰
述
問
題
に
関
す
る
諸
説
の
検
討
、
の
 三
 部
 に
分
け
 

て
 、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
。
特
に
、
撰
述
論
争
の
 
検
討
で
 

は
 、
す
べ
て
の
論
者
の
論
点
が
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
 、
か
っ
 適
 

切
 な
判
断
の
も
と
に
評
価
が
下
さ
れ
て
い
て
便
宜
で
あ
る
。
 本
 止
草
の
こ
 
@
 

し
た
検
討
の
結
果
、
著
者
は
、
馬
鳴
が
か
の
ア
シ
ュ
バ
ゴ
ー
シ
 ャ
 で
な
い
 

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
と
し
て
、
イ
ン
ド
で
も
中
国
で
も
馬
鳴
に
 託
 せ
ら
れ
る
 

可
能
性
が
あ
る
か
ら
著
者
と
成
立
場
所
と
は
関
係
な
い
こ
と
を
 説
き
、
 ま
 

た
 真
諦
の
訳
経
歴
及
び
そ
の
事
情
等
を
勘
案
す
る
と
 き
 、
訳
語
 の
 不
統
一
 

例
を
理
由
に
真
諦
 訳
 説
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
 説
く
。
 さ
 

ら
に
中
国
撰
述
 説
 が
偽
作
の
助
機
と
し
て
提
示
す
る
説
が
 、
必
 ず
し
も
 

「
起
信
論
」
そ
の
も
の
の
 
教
説
 、
立
場
と
合
わ
な
い
こ
と
を
大
 き
 な
 理
由
 

中
国
撰
述
 説
 に
否
定
的
見
解
を
表
明
し
、
ま
た
、
そ
の
中
 心
思
想
は
 

中
国
仏
教
の
教
学
形
成
力
に
ば
帰
し
が
た
く
、
む
し
ろ
イ
ン
・
 
，
 
・
 仏
教
に
お
 

お
け
る
思
想
教
学
の
延
長
上
に
お
い
て
と
ら
え
る
方
が
必
然
的
 と
 論
じ
て
 

の
中
で
問
題
の
解
決
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
 。
著
者
が
 

 
 

本
書
で
扱
っ
た
そ
の
主
な
資
料
と
し
て
は
、
テ
キ
ス
ト
 と
経
録
 類
 と
古
注
は
 

釈
 と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
素
材
を
中
心
に
、
そ
の
資
料
的
信
頼
 性
を
吟
味
⑧
 

し
 、
そ
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
諸
問
題
を
 イ
 ソ
 ド
 大
乗
 仏
 
 
 

も
 辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

目
 起
信
論
三
の
諸
問
題
の
解
明
を
企
 図
す
る
も
 

の
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

お
ら
れ
る
。
た
だ
し
い
つ
ま
で
も
な
く
、
著
者
は
中
国
撰
述
の
 可
能
性
を
 

決
定
的
に
否
出
す
る
の
で
も
な
い
と
の
慎
重
な
出
血
 屯
旦
 せ
て
 い
ャ
 
の
。
 

第
二
章
は
、
「
起
 信
 論
」
伝
播
直
後
の
三
部
作
、
す
な
わ
ち
 

「
 曇
延
 

疏
 」
㍉
石
窯
善
悪
業
報
 経
 し
ョ
大
乗
上
組
法
門
」
を
と
り
あ
げ
 、
そ
れ
ら
 

に
お
け
る
㍉
起
信
論
」
受
容
の
形
態
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
 、
 我
々
の
 

㍉
起
信
論
 ヒ
 理
解
が
、
と
も
す
れ
ば
口
義
 卍
ヒ
 等
に
よ
っ
て
変
容
 を
 余
儀
 

な
く
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
前
の
古
注
年
に
よ
っ
て
 

%
 超
 信
 

諭
し
 そ
の
も
の
の
立
場
を
浮
 き
 彫
り
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
 あ
っ
て
 、
 

こ
の
姿
 嬰
は
 、
 木
 出
土
体
を
通
じ
て
貫
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
   

し
そ
の
こ
と
以
上
に
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
た
と
え
ば
 円
曇
延
 疏
ョ
 に
お
 

げ
 る
 
ョ
摂
蕊
 ヒ
供
用
の
立
場
の
指
摘
、
「
止
観
法
門
」
の
著
者
 
が
曇
遷
 

（
摂
論
宗
）
に
比
せ
ら
れ
る
こ
と
の
正
当
性
の
検
討
・
指
摘
で
あ
 る
 。
 こ
 

こ
か
ら
著
者
は
、
 

司
 起
信
論
に
と
口
授
 論
 」
の
研
究
が
併
行
 
し
て
い
た
 

こ
と
を
指
摘
し
、
真
諦
 訳
 説
の
可
能
性
を
 う
 ら
づ
け
る
補
強
と
 な
す
。
 ま
 

た
 、
口
占
 察
 善
悪
業
報
経
ヒ
 

を
 扱
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
偽
経
 に
 基
づ
 

い
 て
 
刊
 起
信
論
 ヒ
が
 制
作
さ
れ
た
と
す
る
望
月
謝
ち
く
っ
が
え
 す
た
め
で
 

あ
っ
て
、
む
し
ろ
 
ョ
 起
信
論
」
が
そ
の
偽
経
制
作
に
採
用
さ
れ
 た
 跡
を
証
 

萌
 す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
証
明
は
妥
当
な
も
の
と
筆
者
に
も
 思
わ
れ
る
 

 
 

が
 、
た
だ
必
ず
し
も
決
定
的
で
は
な
い
と
い
え
る
 よ
う
 に
も
 思
 

ま
で
に
成
立
し
た
偽
経
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
   え

る
。
 著
 

者
は
、
 
目
占
察
 善
悪
業
報
 経
 」
は
お
そ
ら
く
五
八
 0
 年
か
ら
 五
 九
 0
 年
頃
 

は
注
 
（
 他
 論
文
）
に
委
せ
て
い
る
。
こ
の
辺
、
そ
の
論
点
も
著
 者
 自
身
に
 

よ
っ
て
再
論
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
 

第
三
章
は
、
真
諦
 訳
 
（
 P
 木
 ）
と
 %
 又
 難
陀
 訳
 
（
 S
 本
 ）
と
 0
 比
較
 研
 

究
 で
あ
り
、
宇
井
訳
注
本
を
主
に
、
天
平
写
本
（
望
月
同
大
乗
 起
信
論
 之
 

研
究
・
 
-
 所
 域
の
写
真
版
）
 と
向
 彙
進
 琉
 ・
 
@
 押
文
七
曲
 照
 し
て
 校
 合
し
た
 P
 

本
 テ
キ
ス
ト
と
、
大
正
大
蔵
経
所
収
 木
 を
代
 柑
 と
す
る
 S
 本
 テ
キ
ス
ト
 

が
 、
上
下
二
段
に
対
照
せ
ら
れ
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 比
 

よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
「
 S
 本
は
 P
 本
の
章
句
 と
 咬

 研
究
に
 

全
体
的
に
 

よ
く
対
応
関
係
を
保
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
た
だ
ち
に
 S
 木
 が
 P
 本
 

と
 同
種
の
原
典
か
ら
訳
出
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
は
な
 く
 、
 S
 本
 

が
 P
 本
を
全
面
的
に
利
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 る
 。
し
か
 

し
 P
.
S
 南
木
の
間
の
諸
種
の
相
違
を
、
 S
 本
 偽
造
の
絡
繰
 過
 程
を
想
定
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
で
解
決
し
尽
す
こ
と
は
困
難
で
 あ
る
。
 し
 

た
が
っ
て
 S
 本
の
成
立
に
際
し
て
も
何
ら
か
の
形
で
サ
ン
ス
ク
  
 

キ
ス
ト
が
介
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
。
」
一
方
、
 
「
 
P
 本
は
 

全
面
的
に
厳
密
な
対
応
関
係
を
有
す
る
 テ
主
 ス
ト
か
ら
の
翻
訳
 で
あ
る
と
 

見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
訳
出
者
も
し
く
は
訳
語
選
定
者
に
 よ
っ
て
 、
 

か
な
り
自
由
に
訳
出
し
表
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
  
 

で
あ
る
。
 

さ
て
、
第
四
章
は
、
よ
う
や
く
、
 ョ
 起
信
論
」
そ
の
も
の
の
 思
 愁
を
 、
 

イ
ン
ド
大
乗
仏
教
思
想
の
流
れ
の
中
に
究
明
す
る
も
の
で
あ
る
 。
そ
の
場
 

ム
ロ
 
、
著
者
は
大
き
く
外
部
形
式
と
内
容
形
式
の
二
に
わ
け
て
論
 
じ
て
い
 

る
 。
外
部
形
式
と
い
う
の
は
、
初
の
帰
敬
 隔
 、
因
縁
 分
と
 末
の
 勧
修
 利
益
 

分
 、
廻
向
 褐
 と
で
あ
る
。
一
万
、
内
容
形
式
と
は
、
そ
の
間
の
 立
義
 分
 ・
 

解
釈
 分
 ・
修
行
信
心
 分
 と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
が
こ
の
 区
 別
 を
な
す
㎝
 

 
 

 
 



み
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

%
 超
 信
め
 

-
 
s
.
b
 
思
想
に
お
け
る
一
般
性
 と
 独
自
性
を
 

見
出
す
た
め
の
「
方
法
上
の
便
宜
」
に
出
た
も
の
と
い
う
。
 そ
 0
%
 

月
旦
 

ホ
に
 

は
 、
外
部
形
式
と
し
て
の
部
分
は
、
先
行
す
る
諸
経
論
か
ら
の
 影
響
を
多
 

分
 に
受
げ
や
す
く
、
内
容
形
式
に
こ
そ
「
起
信
論
」
独
自
の
表
 現
 が
実
現
 

さ
れ
て
い
る
と
い
う
著
者
の
考
え
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
（
 こ
 れ
ば
っ
 
い
 

て
は
著
者
 近
稿
の
 
「
本
覚
と
始
覚
」
「
講
座
大
乗
仏
教
 

6
 如
来
 蔵
 思
想
」
 

所
収
も
参
照
さ
れ
た
い
。
）
 

著
者
は
、
外
部
形
式
の
叙
述
の
中
に
、
「
起
信
論
」
の
成
立
 史
 的
 背
景
 

を
さ
ぐ
り
、
特
に
大
乗
の
語
の
用
例
の
考
察
か
ら
、
諸
仏
の
秘
 蔵
 と
し
て
 

の
大
乗
と
い
う
こ
と
を
指
摘
、
そ
こ
に
大
乗
の
総
 摂
説
 と
し
て
 
の
 
%
 超
悟
 

ぬ
珊
 
し
と
い
う
性
格
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
大
乗
の
総
 摂
説
 の
 制
 

作
は
 イ
ン
ド
仏
教
史
上
の
流
行
で
あ
り
、
か
つ
 法
 
・
義
に
お
い
 
て
そ
れ
を
 

ま
と
め
る
の
も
イ
ン
ド
に
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
例
証
し
て
 

%
 超
 信
 

%
M
 
し
が
イ
ソ
 
ド
 大
乗
仏
教
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
  
 

一
方
、
内
容
形
式
を
究
明
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
思
想
構
築
の
た
 め
の
 独
 

自
の
形
態
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
衆
生
心
、
心
真
如
 門
 ・
心
土
 

滅
門
、
体
・
 
相
 
，
用
の
三
大
等
、
司
起
信
論
し
の
独
自
の
教
 説
 
ほ
 
つ
い
 

て
 、
そ
の
先
駆
思
想
も
し
く
は
思
想
的
背
景
が
多
く
の
 教
証
の
 も
と
に
 解
 

明
 さ
れ
る
。
と
り
わ
け
著
者
は
、
赤
沼
 氏
の
 、
三
大
税
 は
 
「
 楡
 伽
論
 」
 等
 

の
 七
人
税
、
 
q
 洩
論
 」
の
 十
 殊
勝
 説
 と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
 あ
る
と
の
 

謝
を
 ぅ
が
つ
ぎ
 、
さ
ら
に
こ
れ
を
展
開
、
実
証
を
試
み
て
い
る
 。
こ
う
し
 

て
 、
「
起
信
論
と
は
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
広
汎
な
思
想
を
背
景
 に
 、
そ
の
 

 
 直

接
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
し
か
し
そ
れ
を
主
体
的
に
独
自
 の
形
式
に
 

お
い
て
組
織
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
っ
た
こ
と
を
説
く
の
 で
あ
る
。
 

以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
実
は
個
々
の
論
白
に
お
い
て
、
 極
め
て
 

新
鮮
・
的
確
な
指
摘
・
究
明
が
幾
多
も
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
 が
 、
そ
れ
は
 

ら
を
す
べ
て
省
い
て
大
体
の
構
図
の
み
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
た
 こ
と
を
、
 

 
 

著
者
に
お
詫
び
し
た
い
。
と
も
か
く
本
書
の
収
集
し
た
資
料
、
 文
献
の
引
㏄
 

用
は
 宏
大
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
上
に
展
開
さ
れ
た
著
者
の
論
 旨
 、
た
と
 

ぇ
ば
 中
国
撰
述
 説
 に
否
定
的
な
見
解
に
対
し
、
浅
学
の
筆
者
が
 軽
々
に
 批
 

評
す
る
の
は
控
え
た
い
と
思
 う
 。
た
だ
一
つ
 
、
 気
の
つ
い
た
こ
 と
を
述
べ
 

れ
ば
、
著
者
が
望
月
氏
の
中
国
撰
述
説
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
 、
 氏
の
提
 

示
し
た
諸
賢
料
の
扱
い
も
や
や
冷
淡
に
な
る
の
を
 避
 げ
ら
れ
な
 か
っ
た
の
 

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
大
 
税
に
 
 
 

%
 
珊
 」
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
望
月
氏
が
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
 が
 、
こ
れ
 

ほ
 つ
い
て
は
全
く
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
総
じ
て
イ
ン
ド
原
資
 
 
 

較
及
び
真
諦
 訳
 諸
経
論
と
の
比
較
が
主
体
で
、
菩
提
 流
支
 

ぬ
論
 糸
女
 

献
 と
の
照
応
は
素
通
り
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
 起
信
論
」
 

に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
に
関
し
て
は
、
著
者
の
研
究
に
よ
っ
て
 充
  
 

さ
れ
て
お
り
、
拙
論
不
等
に
関
す
る
研
究
が
な
く
と
も
一
定
の
 見
解
を
割
 

り
 出
す
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
今
後
、
本
研
究
に
つ
け
加
え
る
 こ
と
が
あ
 

る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
面
に
あ
ろ
う
。
 

著
者
は
、
本
研
究
は
表
現
形
式
に
重
点
を
お
い
た
も
の
で
、
論
 説
 全
体
 

に
 一
日
一
 

る
 教
理
史
上
の
資
料
論
的
関
係
は
「
起
信
論
」
講
釈
の
か
 た
ち
で
 公
 

表
し
た
い
と
さ
れ
、
ま
た
「
起
信
論
 ヒ
 研
究
の
究
極
的
目
標
を
 、
起
信
論
 

思
想
の
展
開
を
軸
と
し
た
中
国
・
日
本
の
仏
教
思
想
へ
の
展
開
 面
 ま
で
 射
 

程
に
入
れ
て
設
定
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
二
日
 は
 つ
い
て
、
 著
 者
の
今
後
 

0
 脚
活
躍
を
切
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
 



圭 " 市し 立刀 ノ " 

日
 「
 和
 」
と
「
 分
 」
の
構
造
 

一
九
八
一
年
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
 刊
 

 
 

１
国
際
化
社
会
に
向
か
う
宗
教
」
 

B
6
 

、
二
七
六
頁
、
二
五
 

0
0
 円
 

十
枚
弘
光
 

本
書
は
、
滞
日
二
 0
 午
を
越
え
る
著
者
が
、
一
九
七
三
年
か
ら
 一
九
七
 

九
年
に
か
け
て
発
表
し
た
論
文
を
基
礎
に
 、
 新
た
に
書
き
お
ろ
 し
た
も
の
 

で
あ
る
。
著
者
は
べ
ル
ギ
ー
出
身
の
宗
教
社
会
学
者
で
あ
り
、
 現
在
南
山
 

大
学
宗
教
文
化
研
究
所
に
所
属
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
神
父
 と
し
て
も
 

活
躍
し
て
お
ら
れ
る
。
評
者
は
幸
い
著
者
と
は
 一
 
0
 年
 以
上
も
 の
 交
友
が
 

あ
り
、
論
文
に
接
す
る
機
会
も
多
く
 、
 い
ろ
い
ろ
啓
発
さ
れ
て
 き
 た
も
の
 

で
あ
る
。
こ
の
た
び
編
集
委
員
会
ょ
り
書
評
の
依
頼
を
 ぅ
げ
改
 め
て
 通
旺
 
-
m
 

し
て
み
る
と
、
今
更
な
が
ら
著
者
の
関
心
の
広
さ
、
問
題
把
握
 の
 鋭
さ
 、
 

巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
感
心
し
た
。
と
同
時
に
、
問
題
に
よ
 つ
 て
は
関
心
 

の
 浅
さ
、
問
題
把
握
に
み
ら
れ
る
ア
プ
リ
オ
リ
的
な
前
提
な
ど
 に
い
さ
さ
 

か
の
不
満
を
も
抱
く
よ
 う
 に
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
点
を
 中
心
に
話
 

題
を
展
開
し
て
み
よ
う
と
思
 う
 。
 

そ
の
前
に
ま
ず
本
書
の
構
成
を
見
て
み
る
と
、
第
一
部
 が
 「
現
代
に
お
 

仲
 
げ
る
宗
教
と
社
会
」
、
第
二
部
が
「
日
本
人
の
宗
教
意
識
」
 
で
あ
り
、
 そ
 

 
 

 
 

 
 

ヤ 
  

ス 
  
  
  
  
  
著 

る
 。
こ
の
構
成
か
ら
も
う
か
が
え
る
 よ
 う
に
、
本
書
は
二
つ
の
 大
 テ
ー
マ
 

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
現
代
の
世
界
情
勢
の
な
か
 で
 山
下
 
教
ハ
り
 

し
め
る
位
置
に
つ
い
て
、
最
近
の
宗
教
社
会
学
や
文
化
人
類
学
 の
 成
果
を
 

取
り
い
れ
つ
つ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
メ
タ
・
セ
オ
リ
ー
（
 ヨ
の
 
d
p
 
（
す
の
 

0
 「
 
せ
 ）
 

の
も
と
で
、
概
括
的
に
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
 現
代
日
本
 

に
お
け
る
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
、
世
俗
化
説
を
中
心
に
 、
西
   

ク
 神
父
の
視
点
を
加
味
し
て
、
第
一
部
よ
り
も
個
別
的
 に
 論
じ
た
 

も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
 章
包
め
 テ
ー
マ
を
紹
介
し
て
お
く
と
 、
第
一
部
 

は
 「
宗
教
界
に
お
け
る
動
向
」
「
宗
教
の
新
た
な
概
念
規
定
 
へ
の
探
究
 

ト
ー
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
 ソ
 」
「
儀
礼
の
再
発
見
」
「
共
同
体
 
か
ら
「
 交
 

わ
り
 b
 へ
旅
と
 祭
り
の
精
神
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
、
 第
 二
部
は
 

「
変
動
す
る
社
会
に
お
け
る
変
動
す
る
宗
教
」
「
日
本
の
宗
教
 社
 全
学
に
 

め
げ
る
世
俗
化
説
」
「
神
道
に
お
け
る
祭
り
の
精
神
と
旅
の
要
 手
ホ
」
「
 
&
 
不
 

教
 対
話
の
諸
相
」
「
外
国
人
の
み
た
日
本
人
の
宗
教
意
識
」
で
 あ
る
。
 本
 

嘗
め
 タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
 八
 「
 和
 」
と
「
 分
 」
の
構
造
 V
 は
 、
著
者
 自
 

身
も
序
の
部
分
で
断
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
全
体
を
覆
う
 テ
ー
マ
で
 

は
な
く
、
む
し
ろ
第
二
部
な
ど
で
日
本
の
宗
教
・
文
化
を
論
じ
 る
 際
、
著
 

者
の
理
解
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
主
題
と
し
て
了
解
す
べ
き
も
 の
で
あ
ろ
 

ら
ノ
 
。
 

さ
て
著
者
は
大
の
知
日
家
で
あ
る
だ
け
に
日
本
な
い
し
日
本
人
 0
 弱
点
 

に
つ
い
て
知
り
尽
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
日
本
人
の
抱
く
「
 
西
洋
」
 や
 

 
 

「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
自
己
自
身
を
位
置
づ
 け
 
 
 

困
難
を
感
じ
る
と
い
う
く
だ
り
で
、
特
定
の
「
民
族
」
や
「
 

国
家
」
や
 

7
2
1
 

「
教
団
」
へ
の
所
属
が
「
西
洋
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
」
よ
り
も
は
 る
か
に
 



帰
属
意
識
が
高
い
こ
と
を
や
や
皮
肉
を
こ
め
て
述
べ
て
い
る
。
 こ
こ
に
は
 

た
と
え
ば
「
仏
教
」
の
思
想
・
儀
礼
体
系
を
も
っ
て
「
東
洋
」
 を
 論
ず
る
 

と
 同
じ
愚
を
犯
す
こ
と
へ
の
 警
 と
口
が
潜
ん
で
い
る
。
ま
た
同
様
 
の
 観
点
か
 

ら
、
 別
の
と
こ
ろ
で
は
、
人
類
学
的
研
究
を
除
く
と
こ
と
わ
っ
 
た
ぅ
え
 

で
、
日
本
の
宗
教
の
特
殊
性
が
他
の
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
と
の
 比
 較
 に
お
い
 

て
 研
究
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
 で
 忙
な
ん
 

ら
 異
論
の
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
著
者
の
所
説
に
 こ
の
よ
う
 

な
 問
題
意
識
が
強
 列
 に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
 は
 必
ず
し
 

も
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
著
者
は
西
洋
の
宗
教
社
会
学
の
 世
俗
化
説
 

ほ
 つ
い
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
一
つ
の
メ
タ
・
セ
オ
リ
ー
は
 今
 こ
そ
根
本
 

的
な
変
動
の
時
期
で
あ
る
と
い
う
感
覚
だ
と
主
張
す
る
が
、
 そ
 の
 西
洋
 が
 

イ
ギ
リ
ス
で
も
 べ
 ル
ギ
ー
で
も
、
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
で
も
 ギ
 リ
 シ
 ャ
 で
 

も
そ
う
な
の
か
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
で
も
ギ
リ
シ
ャ
正
教
で
も
 エ
ホ
バ
の
 

証
人
で
も
あ
ま
り
差
が
な
い
の
か
、
ゲ
ル
マ
ソ
系
と
ラ
テ
ン
系
 と
 ス
ラ
ブ
 

糸
 で
も
同
様
な
の
か
、
つ
い
に
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
 目
木
の
 宗
 

教
の
特
殊
性
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

ク
が
 主
と
 

し
て
 引
 ぎ
あ
い
に
出
さ
れ
る
が
、
祭
り
や
旅
の
精
神
と
い
う
 面
 で
は
た
い
 

へ
ん
似
か
よ
っ
て
い
て
も
、
同
じ
き
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
 で
も
地
域
 

的
 ・
文
化
的
に
は
か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
 は
な
か
ろ
 

ぅ
か
 。
 

こ
の
よ
う
な
疑
問
は
民
間
信
仰
と
か
民
俗
行
事
に
つ
い
て
の
 関
 い
 
j
 に
も
 

当
て
は
ま
る
。
著
者
は
日
本
の
祭
り
の
大
の
愛
好
家
で
あ
る
。
 個
人
的
に
 

は
お
そ
ら
く
出
身
の
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
地
方
の
祭
り
と
似
か
よ
っ
 た
 体
験
が
 

得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
学
問
的
に
は
「
宗
教
の
真
髄
は
 、
生
活
を
 

祝
 う
 こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
断
定
す
る
ご
と
く
、
 

 
 

 
 

ク
や
 神
道
の
集
り
的
、
コ
ム
 ニ
 タ
ス
的
性
格
を
最
重
要
視
し
て
 い
る
。
と
は
 

こ
ろ
が
著
者
の
い
う
「
祭
り
し
と
は
神
社
・
村
落
の
恒
例
の
祭
 り
だ
け
を
 

蛆
 

 
 

意
味
す
る
の
で
な
く
、
神
道
の
儀
礼
や
礼
拝
一
般
 や
 、
ひ
い
て
 
は
 日
本
人
 

の
 生
活
態
度
全
体
を
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
民
俗
行
事
と
 
し
て
の
 

「
祭
り
」
か
ら
す
れ
ば
や
や
 
め
 ぎ
す
ぎ
で
あ
る
。
民
俗
行
事
と
い
 ぅ
 も
の
 

は
神
社
や
寺
院
や
教
会
と
関
わ
る
と
し
て
も
、
ふ
つ
り
主
体
性
 は
 世
俗
の
 

人
々
の
側
に
あ
る
。
と
な
る
と
情
緒
的
に
は
よ
く
似
た
体
験
で
 も
 、
社
会
 

的
 ・
文
化
的
に
は
か
な
り
異
な
っ
た
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
る
 。
そ
 う
し
 

た
 差
異
に
注
目
し
て
こ
そ
、
民
間
信
仰
と
か
民
俗
行
事
の
意
味
 は
 掘
り
さ
 

げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
祭
り
を
と
り
あ
げ
 る
 場
合
に
 

も
 、
か
り
に
京
都
の
祇
園
祭
と
浅
草
の
三
社
祭
を
比
較
す
る
際
 に
は
、
 両
 

者
の
祭
り
的
要
素
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
味
も
そ
っ
 げ
も
な
 い
 

で
あ
ろ
う
。
祭
り
に
関
し
も
 う
 
一
言
付
け
加
え
れ
ば
、
神
道
学
 者
の
説
を
 

引
用
し
カ
ト
リ
ッ
ク
と
神
道
に
お
け
る
祭
り
を
比
較
す
る
部
分
 が
あ
り
、
 

そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
の
で
は
あ
る
が
、
欲
を
い
え
ば
こ
こ
で
  
 

ッ
ク
や
 神
道
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
祭
り
で
は
な
く
、
逆
に
  
 

ク
や
 神
道
の
体
系
を
組
み
込
む
祭
り
と
い
う
視
点
が
欲
し
い
と
 こ
ろ
で
あ
 

る
 。
言
 い
 か
え
れ
ば
、
宗
教
的
社
会
学
者
で
は
な
く
宗
教
社
会
 学
者
と
し
 

て
の
著
者
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 や
 日
本
に
お
い
て
民
俗
学
の
開
 妬
 し
て
 き
 

た
 分
野
を
も
 う
 少
し
考
慮
し
た
り
え
で
の
祭
り
の
比
較
を
希
望
 す
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

「
和
し
と
「
 分
 」
の
構
造
と
は
言
い
え
て
妙
で
あ
る
。
著
者
に
よ
 る
と
 

「
 
和
 」
と
は
達
成
す
べ
 
き
 理
想
的
な
統
一
と
い
う
よ
り
も
、
秩
序
 や
 平
和
 



書評 
と 紹介 

に
み
ち
た
交
わ
り
の
 
-
 
現
実
で
あ
る
。
こ
の
「
 和
 」
は
多
様
性
の
 存
在
を
前
 

提
 と
し
、
多
相
性
の
存
在
に
よ
っ
て
最
終
的
に
正
当
化
さ
れ
て
  
 

ぅ
 。
こ
れ
に
対
し
「
 分
 」
は
全
体
の
断
片
に
す
ぎ
ず
、
「
 分
 」
 を
わ
ぎ
ま
 

ぇ
 れ
ば
「
 和
 」
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
 和
 」
と
「
 分
 」
の
 溝
 

造
を
最
も
顕
著
に
例
証
し
て
い
る
の
が
日
本
の
伝
統
的
宗
教
界
 で
は
な
い
 

か
と
注
目
し
、
「
日
本
の
和
」
と
い
う
最
高
価
値
に
従
属
さ
せ
 ら
れ
た
 諸
 

宗
教
の
役
割
分
担
、
す
な
わ
ち
「
神
々
の
分
業
」
と
も
い
え
る
 原
理
に
も
 

と
づ
く
「
和
合
す
る
多
様
性
」
に
つ
い
て
指
摘
し
、
そ
れ
を
 最
 終
 的
に
保
 

証
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
政
治
権
力
に
よ
る
統
制
だ
っ
た
と
主
張
 す
る
。
 
宗
 

 
 

教
の
複
数
帰
属
と
い
う
や
や
こ
し
い
問
題
も
「
日
本
人
は
同
時
 に
 相
異
な
 

 
 

っ
た
 宗
教
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
期
に
適
し
て
（
 も
う
少
し
 

適
当
な
表
現
が
あ
る
か
と
思
 う
 …
…
筆
者
）
特
定
の
宗
教
に
す
 が
る
の
で
 

あ
る
」
（
傍
点
著
者
）
と
い
と
も
あ
っ
さ
り
解
答
を
与
え
て
く
 れ
る
。
 
こ
 

の
よ
 5
 な
 見
方
に
私
も
基
本
的
に
賛
成
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
 ス
ト
教
も
 

日
本
化
す
る
た
め
に
は
他
の
宗
教
と
同
様
に
相
対
的
な
価
値
に
 
な
る
 覚
 

悟
 、
す
な
わ
ち
「
 分
 」
に
移
動
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
と
の
 主
張
も
 、
 

著
者
な
ら
で
は
と
感
心
す
る
。
た
だ
、
「
 
和
 」
と
「
 分
 」
の
構
造
 に
 、
「
 
和
 」
 

を
 意
識
し
た
「
 分
 」
と
か
、
「
 私
 」
に
自
然
に
統
合
さ
れ
る
「
 分
 」
と
か
 

の
 
「
構
造
」
を
掘
り
さ
げ
た
分
類
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
 

ス
 タ
テ
ィ
 

ク
壮
機
能
主
義
的
把
握
の
ゆ
え
に
「
 和
 」
を
度
外
視
し
た
ダ
イ
 ナ
ミ
ッ
ク
 

な
 変
化
の
様
相
（
た
と
え
ば
非
妥
協
的
な
宗
教
運
動
）
を
捉
え
 き
 れ
な
い
 

こ
と
な
ど
に
、
ま
だ
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

西
洋
の
世
俗
化
説
に
お
け
る
メ
タ
，
セ
オ
リ
ー
は
、
現
在
こ
そ
 西
洋
文
 

化
に
お
い
て
根
本
的
な
変
動
が
起
こ
り
つ
っ
あ
る
と
い
う
確
信
 だ
と
著
者
 

は
い
う
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
や
マ
ル
ク
ス
主
義
 の
 一
部
を
 

除
 き
 、
世
俗
化
説
に
は
慎
重
な
態
度
を
と
る
人
が
多
い
。
柳
川
 啓
一
・
 阿
 

郁
美
哉
両
氏
は
そ
の
理
由
を
西
洋
的
教
士
 制
 珪
の
不
在
、
 
冊
敢
 山
腰
 響
に
 

よ
る
宗
教
的
役
割
の
軽
視
に
求
め
て
い
る
が
（
 C
l
S
R
 報
 上
口
 
、
一
九
七
 

七
）
、
著
者
は
そ
れ
に
加
え
て
、
過
去
の
日
本
の
文
化
・
宗
教
に
 西
洋
の
 

よ
う
な
根
本
的
変
動
が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
著
者
の
立
 
思
抹
 す
る
 

変
動
が
宗
教
改
革
や
産
業
革
命
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
 で
も
神
仏
 

分
離
や
殖
産
興
業
な
ど
の
基
本
的
に
内
発
的
な
変
動
は
み
ら
れ
 た
の
で
あ
 

り
 、
む
し
ろ
ロ
シ
ア
や
中
国
の
よ
う
な
社
会
革
命
に
よ
る
急
激
 な
 変
動
が
 

沖
 い
と
い
う
点
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
日
本
も
同
類
で
あ
る
。
 た
と
え
・
 
ば
 

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
ロ
シ
ア
革
命
よ
り
も
明
治
維
新
に
近
い
で
あ
 ろ
う
し
、
 

政
教
分
離
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 や
 日
本
は
ソ
連
や
 中
国
に
比
 

べ
れ
ば
例
外
を
除
ぎ
は
る
か
に
ル
ー
ズ
な
分
離
的
関
係
を
維
 
持
し
て
き
 

た
 と

こ
ろ
で
メ
タ
，
セ
オ
リ
ー
と
著
者
自
身
は
断
っ
て
い
な
い
が
 、
そ
れ
 

に
 近
い
独
特
の
認
識
が
随
所
に
散
見
さ
れ
、
ず
い
ぶ
ん
気
に
 
な
っ
た
。
 

「
全
人
類
の
究
極
の
一
致
」
「
人
間
性
そ
れ
自
体
に
も
と
づ
く
 
並
 日
 遠
的
価
 

値
 」
「
多
様
性
は
普
遍
性
の
具
体
的
な
表
現
」
と
い
う
叙
述
は
 き
わ
め
て
 

カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
価
値
観
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
し
か
私
に
は
 
思
え
た
 

ぃ
 。
「
 和
 」
と
「
 分
 」
、
す
な
わ
ち
「
多
様
性
の
統
一
」
も
 

緩
能
 主
義
的
と
 

い
う
よ
り
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
は
な
い
か
と
疑
 う
 ほ
ど
で
あ
る
 
。
古
木
 
教
 ハ
 
ツ
 

 
 

本
質
に
つ
い
て
も
「
ム
ロ
理
化
さ
れ
た
特
定
の
信
念
に
固
執
す
る
 

よ
り
、
出
不
 

句
 
Ⅵ
 

教
 感
情
や
願
望
を
行
為
を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
  

 

が
 、
こ
れ
な
ど
も
メ
タ
・
セ
オ
 り
 １
 0
 影
響
が
多
分
に
み
ら
れ
 る
 。
ま
た
 



の
中
心
的
な
位
置
を
占
 

で
き
な
い
要
素
で
あ
る
 

研
究
の
重
要
課
題
で
あ
 

の
で
あ
る
。
 

著
者
は
日
本
に
対
し
 

「
真
愛
」
の
段
階
に
と
 

「
真
愛
」
の
深
ま
り
が
 

者
の
日
本
理
解
の
深
さ
 

紹
介
か
た
が
た
 一
 舌
口
木
 

め
る
」
と
か
、
「
現
代
社
会
に
お
い
 

」
（
傍
点
評
者
）
と
か
の
叙
述
は
 、
 

る
は
ず
な
の
で
、
い
さ
さ
か
の
抵
抗
 

て
 
「
初
恋
」
と
「
失
恋
」
の
段
階
 

ゎ
 

ど
ま
る
た
め
に
絶
え
ず
努
力
し
て
 い
 

な
ん
と
か
の
「
深
情
け
」
に
な
ら
な
 

に
い
つ
も
敬
服
し
て
い
る
も
の
の
 一
 

満
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
 

て
こ
そ
無
視
 

そ
れ
こ
そ
が
 

一
を
覚
え
る
も
 

古
経
て
、
今
 

る
と
い
う
。
 

-
 
大
 
い
よ
う
、
著
 

と
し
て
、
 

宗
教
の
機
能
に
つ
い
て
も
、
「
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
最
も
 重
要
な
手
 

 
 

掛
り
の
一
つ
」
と
い
う
な
ら
ま
だ
し
も
、
「
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
 お
い
て
そ
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つこ 票 率互 * 。 、 偉 牛 - 
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  直後 五 

      
穣一 

日郎 古 、   

こ
の
結
果
、
小
口
佳
一
、
田
九
徳
 善
 、
脇
本
手
 也
 
（
五
十
音
順
  
 

の
三
 氏
を
第
二
次
投
票
の
候
補
者
と
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
 

一
 、
会
長
選
挙
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
一
、
二
八
二
名
 が
 有
権
者
 

と
 認
め
ら
れ
た
。
 

0
 編
集
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
七
年
七
月
一
七
ロ
（
土
）
午
後
六
時
 

場
所
本
郷
三
丁
目
い
ろ
は
 
鮨
 

出
席
者
江
島
忠
致
、
金
井
新
 三
 、
 J
.
 ス
イ
 ソ
 ゲ
ド
日
芹
 i
 専
 

道
 、
月
水
昭
男
、
土
屋
 博
 、
中
村
恭
子
、
山
折
哲
雄
 

議
題
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
二
五
五
号
、
二
五
六
号
編
集
方
針
 

一
 、
学
術
大
会
シ
ン
ボ
ジ
 ゥ
ム
 の
内
容
記
載
に
つ
い
て
 

0
 学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
九
月
一
日
（
水
）
 
十
丁
仏
螢
 

八
時
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
九
号
室
 

出
席
者
田
島
信
之
、
高
崎
直
道
、
平
井
直
属
、
堀
越
知
己
、
 
 
 

議
題
 

一
 、
選
考
委
員
長
に
田
島
信
之
氏
を
互
選
し
た
 

一
 、
審
査
の
分
担
が
決
定
さ
れ
、
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
、
 昨
 年
の
 

基
準
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
 

0
 理
事
会
 

ロ
時
 
昭
和
五
七
年
九
月
四
日
（
土
）
午
後
三
時
 

場
所
私
学
会
館
 
二
 0
 
一
号
室
 

出
席
者
荒
井
 
献
 、
安
斉
 伸
 、
 井
門
富
 二
夫
、
植
田
重
雄
、
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一
 、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
秀
雄
、
桜
井
徳
太
郎
、
玉
城
東
四
郎
、
 

四
九
徳
 善
 、
申
 村
瑞
隆
 、
野
村
暢
 清
 、
橋
本
芳
契
、
平
井
直
 

房
 、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
知
己
、
柳
川
啓
一
、
脇
 

本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
第
四
一
回
学
術
大
会
発
表
者
の
承
 臆
 

一
 、
新
人
会
員
 

別
記
一
四
名
を
新
た
に
学
会
員
と
し
て
入
会
を
認
め
た
。
 

0
 新
人
会
員
（
九
月
四
日
承
認
）
 

伊
藤
聡
京
都
大
学
研
修
 員
卸
 
京
都
市
左
京
区
修
学
 院
 大
林
 

町
一
 0
 
 サ
 ン
ア
イ
 0
0
 五
 

宇
野
 

惇
 
広
島
大
学
教
授
 
瑚
 
広
島
市
東
区
牛
田
本
町
 上
｜
一
 

｜
セ
ー
二
 0
 三
 

越
智
 
淳
仁
 
高
野
山
大
学
助
教
授
㈱
 ｜
 ㏄
和
歌
山
県
伊
 郡
部
 高
 

野
 町
高
野
山
三
二
一
 

塩
尻
和
子
東
京
外
国
語
大
学
研
究
生
℡
船
橋
市
西
 
船
 セ
ー
一
 

一
｜
二
 
外
務
省
住
宅
二
ー
 二
 0
 
一
 

高
木
 
諦
 元
高
野
山
大
学
教
授
 
濁
｜
 ㏄
和
歌
山
県
伊
部
 郡
 高
野
 

聖
 @
 
日
野
山
五
の
室
 

武
内
幸
喜
高
野
山
大
学
専
任
講
師
㈱
 
｜
 ㏄
和
歌
山
県
 伊
都
郡
 

高
野
町
高
野
山
文
化
通
り
 

塚
本
佳
道
高
野
山
大
学
職
員
㈹
 ｜
 ㏄
和
歌
山
県
伊
部
 郡
 高
野
 

町
 高
野
山
開
拓
 団
 入
江
 方
 

常
歩
 

昇
 
高
野
山
大
学
大
学
院
㈹
 ｜
 ㏄
和
歌
山
県
伊
 郡
部
 高
 

野
 町
高
野
山
中
 ノ
橋
 四
六
 ｜
一
 

 
 

松
岡
由
香
子
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
非
常
勤
講
師
 

網
一
 示 都
市
 
B
 

北
区
上
賀
茂
朝
露
 ケ
 原
町
二
八
 
葉
 マ
ン
シ
 
，
ン
 4
B
 
 
婬
 

 
 

森
 

哲
郎
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
㍼
芦
屋
市
松
 
浜
町
一
 

(
 

上
ハ
｜
 
一
二
二
 

ぬ
 時
守
 一
 
東
北
大
学
大
学
院
㎜
仙
台
市
中
山
人
 ｜
一
 四
｜
一
 

｜
二
 0
 四
 

韓
鍾
萬
 
國
光
大
学
校
教
授
大
韓
民
国
会
 北
唯
里
 市
新
 青
桐
 三
 

日
四
｜
 三
園
 光
 大
学
校
、
教
学
大
学
 

）
 0
 ぎ
目
窃
い
 。
き
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
私
講
師
 
ぴ
目
ゃ
 

ロ
木
 0
 Ⅱ
 
ヴ
 由
り
 
ゴ
 

Ⅰ
 已
日
ぎ
沌
プ
が
 
珪
の
の
「
 

ま
 「
㏄
 
ぬ
 ㏄
ト
下
 

大
塚
 

喬
清
 
放
送
大
学
常
務
理
事
 
棚
 

渋
谷
区
恵
比
寿
南
 一
｜
 一
九
 

｜
一
 

O
 訂
正
 

本
誌
前
号
執
筆
者
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Sade, le dernier libertin 

Yotaro Sasaki 

Dans cette Ptude nous avons essay6 de considerer les pensees liber- 
tines du marquis de Sade, surtout en fonction de son experience perso- 

nnelle; on ne comprend pas suffisamment son discours plein de blas- 
phemes de toute sorte, en effet, qu'en tenant compte de son incarckra- 

tion prolongee qui, d'aprCs h i ,  serait tout injuste. Mais le marquis ne 

soutient pas seulment des opinions associales et areligieuses : il faut 
apparaitre, dans ses romans, les soi-disant philosophes vertueux qui se 
font gloire de contribuer au bonheur de la sociCt6; on se demande, 

alors, oc l'on peut decourrir le fond des pensees sadiennes, qui se, divi- 
sent en les deux composants diffgrents I'un de l'autre: l'anarchisant et 
le dCiste. 

I1 se peut, d'une part, que les pensees sadiennes n'ait fait que suivre 

la tradition du libertinage qui etait B la mode aux XVIIe et XVIIIe 
siPcles : si elles semblent aussi ambigues, c'est que 1'6tait le mot libertin, 

quiimpliquait B la fois la critique des prescriptions chrktiennes et le d6rP- 

glement des moeurs; tous les libertins n'ktaient pas de debauches 

aveuglgs; il en fut qui recherchaient le plaisir en philosophant. Sade 

6tait donc un pur libertin dans la mesure oil il gtait un pur hCdoniste 

quasidkiste. Pourtant il ne faut pas oublier, de l'autre part, que les 

autres libertins erudits, soit deistes, soit atheistes, 6taient persudgs de 

I'utilitk de leurs doctrines considPr6es sous l'aspect du bien-&re public ; 
ce qui ecarte Sade d'eux d'une maniPre dPfinitive: bien qulPtant 

foncicrement libertin, il en est arrive B concevoir une communaute oh 

l'homme ne puisse satisffaire son d6sir qu'en faisant souffrir les autres ; 
c'est par ce contexte pessimiste que l'on doit relire les passages decrits 

au pointe de vue deiste, et qui depeignent un monde oG la religion 

s'harmonise avec la raison : on s 'aper~oit,  alors, que ces passages m&me 

forment, en vPrit6, une critique implicite de la vision du monde 

optimise du deisme. En poussant ses pensees libertines au dernier 
degrC, Sade a fini par aller au-delB du libertinage. 



Dialectics of Charisma and Stigma: On the Process of 
Becoming the Religious Founder 

Kunimitsu Kawamura 

In this paper, we examine the social processes of becoming religious 
founders of the New Religions; Miki Nakayama, the foundress of 
Tenrikyo, Nao Deguchi, the foundress of Ohmoto, and Sayo Kitamura, 
the foundress of Tenshyokijtai jingiikyo. We use Weber's concept of 
charisma and Goffman's concept of stigma as key terms to explain 
these social processes: we believe that it is these two concepts which 
can successfully explicate the dynamics pertaining to theses processes. 

Now let us offer the theoretical framework to analyze the process 
of becoming the religious founder, i. e. charismatic leader on reference 
to the views taken by M. Rotnberg and W. Lipp. This process consists 
of three phases : stigmatization, self-stigmatization, and charismati- 
zation. The first phase of stigmatization implies the process of becom- 
ing the bearer of stigma, who is labelled negatively and excluded from 
the ordinary social world, bringing him (her) into socially marginal 
ares through the degradation ceremony; this is the process of being 
deprived of his (her) identity. The self-stigmatization comes to the 
second phase; this process allows the stigmatized to re-interpret the 
negative value of stigma and to transform it into a positive one by 
symbolic manipulation. This endeavor of transformation, through 
which one organizes a new self-indentity, appears as an active acce- 
ptance of stigmatization, where the significant others become themodel 
to be followed by the stigmatized. It is observed that self-stigmati- 
zation has the effect of reverse dialectic process to that we may call 

charismatization. It is the third phase that sanctions the new identity; 

there stigma is dynamically transformed into charisma. This chari- 

smatic process does not end after one undergoes these three phases; 

the bearer of charisma is repeatedly stigmatized until his (her) chari- 

sma is recognized by the whole society. Therefore the dialectical 

movement from stigma to charisma develops into the social context. 



Examing the life histories of M. Nakayama, N. Deguchi, and S. 
Kitamura, we can point out that the social starting point of their 

becoming religious founders coincides with the incident of divine 

inspiration, which is a magico-religious and shamanistic phenomenon 

in Japanese folk religion. Owing to their unusual speech and actions, 

they are labelled as "insane" or "abnomal". Consequently, they were 
excluded from their everyday social world and consigned to a socially 

marginal sphere ; however they were convinced that gods descended on 
them in the sphere we may call "the space of confinement". This 
enabled them to re-interpret the mark of "insanity" as  the sacred mark 

endowed by their gods. Here gods became the significant others for 

them ; they organized their new identities after the model of their gods 
which descended on them; that is to say, they reached the awareness 

that they were nothing but a kind of living god, standing as a media- 

tor between god and man. Practicing curing rituals, they gradually 

testified to their charismatic qualities in the public eye, wandering over 

their neighboring regions which we may call "the space of wandering". 
This resulted in the establishment of their status as the shamanistic 
practitioner. However, in the course of radical self-deification (Weber's 

them Selbstvergottung), they came into conflict with local religionists. 

This, in turn, caused their deviation from the local shamanhood, mak- 

ing them stigmatized again. We can see here the process of dialectics 
from stigma to charisma recuring through their divine speeches and 
actions. This process led them to become religious fouders. 



The Structure of Bkiira in the 
Daiabhumikasiitra-vyakhyiina 

RyushB Ohminami 

The doctrine of the ten stages found in the Dagabhumikasutra 
emerged as a path of training unique to the Mahayana, replacing that 
of earlier Abhidharma. The various essential aspects of practice 
as  presented by the Agamas and the Abhidharma are included 
within the Da6abhumika siitra; these earlier methods of training 
based upon the three BiksAs of Bila, samadhi, and prajfia, in the Daga- 
bhumikasutra evolved into a new Mahayana theory of training. Need- 
less to say, one who undergoes training is a bodhisattva of the 
Mahayana whose purpose is benefit for himself and others. The DaBa- 
bhiimikasutra propounds a method of practice according to which the 
state of bodhisattvahood progresses through ten stages, gradually 
becoming deeper and improving. In an attempt to clarify the main 
current penetrating this theory of training in ten stages, this paper 
examines the structure of akara and, in particular, the concepts of 
vipaksa and pratipaksa within the DaQabhumikasutra-vyakhyana of 
Vasubandhu. 
I In the Dasabhumikasutra, at  the end of the section describing 
each stage, the benefits of the effects resulting from training in 
each stage are presented. These effects include such things as 
gradual acquisition of the ten paramitas, the practice of the bodhisa- 
ttva path by the householder bodhisattva and his eventual transf or- 
mation into one of the varieties of i'svaro-rajas, or the deepening of 
the state of concentration by the bodhisattva who has left his home 

and entered the religious life. Through through these typical modes 
of instruction, progress along the path of training of the bodhisattva 
is concretely described. Specifically, in terms of the content of each 
of the ten stages, the sixth stage is considered to be the turning point 
in the practice of the bodhisattva. Concentrating on these matters, 
this section describes the conception of stages as presented in the 
DaSabhumikasutra. 



I1 Vasubandhu, in his commentary on the first of the ten stages, 
states that the bodhisattva path in ten stages is to be grasped through 
the four characteristics of 1)akara 2)pratilambha, 3)nisyanda, and 
4)bhumyanga. Though these four are presented at different points 
in the Dasabhumikasiitra, Vasubandhu, by noting them in his 
commentary on the first section, probably intends that they represent 
the structure of the theory of ten stages as  a whole. Akara refers 
specifically to vipaksa and pratipaksa. Vasubandhu considers the 
removal of obstacles found within each of the ten stages to be the 
purpose underlying the establishment of the system of ten stages. This 
method of attaining the bodhisattva path through four characteristics 
or through ten characteristics as presented in the DaBabhumikaslTtra 

greatly infiuenced other Vijiianavada texts. 
111 This section points out that the ten vipaksa are intimately connec- 

ted to both the names of each of the ten stages as  well as to the 
"Explanation of names" (Bg) in which the content of those ten stages 
is described concisely. Further, this section proves that these ten 
vipaksa were utilized by most of the other Vijiianavada texts. 
IV The names of the ten v ipak~a  are found in identical form also in 
Vasubandhu's Mahayanasamgrahabhasya. They were probably created 
by Vasubandhu himself under the influence of the Samdhinirmocana- 
sutra and other earlier Vijiianavada texts. This is proved also by 
comments in the Mahayanasamgrahabha~ya as translated into Chinese 
by Paramartha. 



The Women in Modern Buddhism-the Status Elevation 
of Nuns and Wives of Priests in Soto-School 

Kumiko Uchino 

In modern Japan women have participated in many social fields, 
gradually raising their status. This process of modernization has also 
happend in the Buddhist world, where women were regarded impure, 
considered to have much more sinful karma than men, and believed 
to be unable to attain Buddhahood. 

The nuns in Soto-school who had remained at the bottom of the 
Buddhist order in Tokugawa-era, stated a movement to raise their 
status in Meiji-era by founding convents and demanding equal voting 
rights in their school and acquisition of the qualification as temple 
priest and teacher of zen practice. Their consciousness was streng- 
thened through the tide of Feminism in Taisho-era and basic equ 
ality was eventually acquired in the democratic society after World 
War 11. 

The wives of the priests who were not legally recognized as  reli- 
gionists according to the Buddhist laws in Meiji-era underwent almost 
the same process of status elevation. As their status was raised, 
their subordinate activitities were accepted by society and they 
were protected by new religious laws and after World War I1 they 
became powerful partners of priests. They were given many rights 
to help the priests in the ceremonies, which caused unexpected silent 
antagonism from the nuns. 

The change of status of the women in the religious world provides 
us. with a clear examlpe of the women's situation in present society, 
for religion is relevant to our values and regulates our point of 
view in the depth of consciousness and unconsciousness. 



The 'Spiritual' i n  the Letter to  the Gala t ians  

Kurumi Abe 

In Gal. 6 : 1 Paul uses the word 'the spiritual.' This paper deals 
with the meaning of the word as  well as  with how to interpret the 
pre-history of the Galatians and their circumstances at the time this 
letter was written. 

First, the pre-history of the Galatians can be deduced from Gal. 
4 : 3, 8ff. They were enslaved to rd! orocxeicx rod rdopou (i. e. the ele- 
ments or the elemental forces of the world) : "'gods' that in nature 
are no gods." Recently this has been interpreted by W. Carr (Angels 
and Principalities) as  'the elementary teachings of this world.' But 
his interpretation of rdupos  as 'this human world,' as  well as  his 
understanding of Paul's day seems to be one-sided. It would be better to 
presume that it is the elemental forces of the world which they 
probably considered to be spiritual beings that the Galatians worshipped 
a s  their gods. 

Secondly, Paul regarded the circumstances of the Galatians as  a 
crisis and a regression, as  summarized in:  "...Having begun with 
Spirit, are you now finishing with flesh?" (3 : 3) and in 4 : 9. On the 
other hand, the Galatians themselves, persuaded by the agitating con- 
currents,believed the circumcision to be the perfection of their faith. 

Finally, even though the word 'the spiritual' can be taken as the 
Galatians' self-designation a s  is by most commentators, there suppo- 
sedly is some relationship between this word and the prehistory of the 
Galatians. Moreover, the context of this word (5 : 16-6 : Iff.) may lead 
us to conclude that it is used by Paul in the sense of 'Christians' in 
general, not of any particular group of the Galatian churches, though 
the ambiguity this concept has seems to have prevented it from being 
widely adopted as Christians' self-designation. 




