
の
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
思
索
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
、
 

そ
 し
て
ま
た
彼
が
我
々
に
追
思
を
求
め
て
い
る
問
題
で
あ
 る
 0
 し
か
も
そ
れ
は
 
彼
 

の
 思
索
の
諸
々
の
根
本
問
題
、
即
ち
 有
 、
時
、
歴
史
、
人
 間
 、
神
等
に
並
び
立
つ
よ
う
な
一
つ
の
問
題
で
は
な
く
 、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
 話
 

問
題
が
す
べ
て
そ
の
内
で
絡
み
合
い
つ
つ
展
開
さ
れ
て
 い
る
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
究
明
は
、
ま
ず
 そ
の
問
題
が
属
し
入
っ
 

て
い
る
次
元
を
正
し
く
見
据
え
、
そ
の
次
元
に
適
っ
た
 仕
 方
で
問
を
立
て
る
こ
と
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

K
.
 

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
 

ト
 以
来
広
く
流
布
し
た
見
解
に
し
た
が
 

 
 

ち
 所
謂
前
期
か
ら
後
 

期
へ
の
思
索
の
変
化
を
意
味
す
る
。
だ
が
一
九
六
二
年
 W
.
 

リ
チ
ャ
 

一
 ド
ス
ン
に
宛
て
た
重
日
蘭
（
以
下
口
 
R
 書
簡
 ヒ
と
 略
す
）
の
中
で
、
 

（
イ
デ
ッ
ガ
 一
 は
そ
の
よ
う
な
見
解
を
「
根
拠
な
ぎ
主
張
 」
と
断
じ
、
「
転
回
と
は
第
一
次
的
に
は
問
い
つ
つ
思
索
 す
る
中
で
生
じ
た
 出
 

（
 
@
@
 

）
 

来
 事
で
は
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
 0
 そ
し
て
そ
れ
に
 続
け
て
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
 

b
 （
一
九
四
七
年
）
の
 
中
の
「
 八
有
 と
時
 V
 か
 

へ
つ
 
4
 
）
 

ら
 八
時
と
有
 V
 へ
の
転
回
」
と
い
う
周
知
の
定
式
を
損
 ホ
 し
つ
つ
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
転
回
ほ
 

八
有
 と
時
 V
 、
八
時
と
右
 V
 

と
い
う
表
題
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
事
態
そ
の
も
の
に
 属
し
て
い
る
。
」
つ
ま
り
転
回
は
「
 
有
 と
時
」
と
い
う
 事
態
か
ら
「
時
と
有
」
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 転

回
と
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
の
発
展
 史
 と
い
っ
た
 
も
の
を
外
か
ら
表
象
す
る
と
こ
ろ
に
初
め
て
生
じ
て
く
る
 問
題
で
は
な
く
、
 
当
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
転
回
 

伊
藤
 

聡
 



-
7
-
 

さ
る
べ
き
事
態
」
と
し
て
彼
の
思
索
に
対
し
て
本
質
的
な
 関
連
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
連
を
ハ
イ
デ
 ッ
ガ
 1
 片
は
門
 R
 重
目
筒
し
 

属
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
「
事
態
」
は
思
索
 と
無
 関
係
に
そ
れ
自
体
で
成
立
す
る
事
実
の
如
ぎ
も
の
で
は
な
 く
 、
ま
さ
し
く
「
思
索
 

0 回 り 

忠 晴 ぅ 転 
索 に 方 回 
そ 、 向 は 
の そ で 有 
も の " の 
の よ し 命 
の う か 運 
右 な も と 

り 転 「 し 
様 回 そ て 事 に注 れは 「 の意 

甘 味 有 態 
す が を 」 
る 十 年 そ 
妹 分 え の 
要 理 る も 

が 解 」 の 

た な   
従っ に転回 めには える」 
@ ま     

  
え の ム 

し叩 運 

態 ッ   
に l と と 

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
転
回
の
到
来
」
を
「
有
の
命
運
の
到
来
 

 
 

目
 、
そ
れ
は
そ
の
「
事
態
」
の
内
実
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
 舌
口
 
え
 。
 
ば
、
 「
そ
れ
 卜
け
 
昇
ぇ
 7
0
 
し
と
い
う
こ
と
の
「
 い
 人
か
 
に
 」
に
関
す
る
転
回
、
 

つ
ま
り
時
の
境
域
に
お
け
る
右
の
 ん
叩
運
の
 「
い
か
に
」
に
 関
す
る
転
回
な
の
で
あ
る
。
実
際
す
で
に
一
九
四
九
年
 の
 講
演
「
転
回
 ヒ
で
ハ
 

（
 -
 
り
 @
 

を
 与
え
る
か
、
い
か
に
そ
れ
は
時
を
与
え
る
か
と
い
，
 
r
,
*
 
」
と
か
ら
定
め
ら
れ
る
し
と
述
べ
て
い
る
。
「
事
態
」
 

自
 鼻
 の
 動
 性
と
し
て
の
 転
 

「
性
起
」
と
命
名
さ
れ
、
「
そ
れ
は
有
を
与
え
る
」
「
そ
れ
 

は
 時
を
与
え
る
」
に
お
け
る
「
そ
れ
は
与
え
る
（
 捷
彊
 ヴ叶
 
）
」
と
Ⅰ
 リ
 

 
 

 
 

て
 説
か
れ
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
「
そ
れ
は
右
を
与
 ぇ
る
 」
と
は
有
を
現
前
性
と
し
て
遣
わ
す
と
い
う
命
運
を
 意
味
す
る
 

の
 命
運
そ
れ
自
身
は
、
現
前
性
の
境
域
を
明
 け
開
 ぎ
つ
つ
 届
け
る
と
い
う
意
味
で
の
「
そ
れ
は
時
を
与
え
る
」
と
 い
う
こ
と
 

（
 
4
 ）
 

い
る
 0
 
こ
の
よ
う
な
連
関
を
踏
ま
え
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 は
日
 R
 
書
簡
 L
 で
「
転
回
は
有
と
時
の
間
、
時
と
右
の
間
 で
、
い
か
 ぅ

 事
態
と
し
 

。
そ
し
て
こ
 

に
 基
づ
い
て
 

に
そ
れ
は
 有
 

  
と
い
う
事
態
へ
の
転
回
と
し
て
、
事
態
そ
の
も
の
に
お
 げ
る
事
態
自
身
の
或
る
動
性
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
で
こ
の
「
事
態
」
と
い
う
語
は
、
「
 
R
 
書
簡
 し
執
 筆
の
直
前
に
行
わ
れ
た
講
演
日
時
と
有
し
で
は
、
「
 
有
 」
 と
「
 時
 」
と
い
う
 事
 

  

 
 

柄
 相
互
の
関
わ
り
合
い
、
乃
至
は
双
方
の
事
柄
を
共
属
 さ
せ
つ
つ
保
持
す
る
事
・
態
と
い
う
特
定
の
意
味
に
限
定
 さ
れ
て
術
語
的
に
使
用
 

@
3
-
 

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
「
右
と
 時
 」
「
時
と
 右
 」
の
「
と
」
と
し
て
 
-
 示
さ
れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
が
、
 

そ
の
事
態
は
さ
ら
に
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ハイデッガ 一 ぬ
に
 従
 う
 べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
ま
ず
、
 

転
 国
 が
語
ら
れ
る
に
至
っ
た
道
筋
を
思
索
の
翻
転
の
方
か
ら
 

照
ら
し
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
 

ぬ
て
転
回
そ
の
も
の
の
究
明
の
準
備
を
整
え
よ
う
。
 

転回 

お
 げ
る
転
回
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
経
験
さ
れ
、
語
り
出
 さ
れ
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
我
々
の
 迫
 思
的
 考
究
も
こ
の
順
序
 

肝
要
な
こ
と
は
、
こ
の
思
索
の
側
で
の
 翻
転
 と
の
本
質
 的
 関
連
の
内
で
「
事
態
」
に
お
け
る
転
回
を
究
明
す
る
こ
 と
で
あ
る
。
 合
 引
用
 

し
た
 日
 R
 書
簡
 ヒ
 に
お
い
て
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
転
回
の
 方
か
ら
 翻
乾
る
 、
さ
ら
に
は
 翻
 転
へ
の
歩
み
を
捉
え
 返
 し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
 

し
か
し
彼
の
思
索
が
す
で
に
 翻
乾
 し
て
い
る
か
ら
こ
そ
 可
 能
な
 捉
え
返
し
で
あ
る
。
自
覚
の
順
序
か
ら
言
行
な
ら
 ば
 、
む
し
ろ
ま
ず
思
索
 

が
 自
ら
の
 翻
 転
を
経
験
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
経
験
を
自
 覚
 的
に
深
化
さ
せ
、
そ
の
意
味
を
熟
思
し
て
い
く
中
で
 「
事
態
」
そ
の
も
の
に
 

（
 
ハ
コ
 
@
 

と
 呼
び
 要
 め
ら
れ
て
い
る
。
」
 

態
が
思
索
さ
る
べ
き
事
態
と
し
て
思
索
を
呼
び
 要
 
め
る
も
と
 
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
呼
び
 要
 め
に
呼
応
 し
て
転
回
を
思
索
す
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
、
そ
れ
が
「
転
回
の
思
索
」
と
 言
 
口
 わ
れ
て
い
る
 0
 思
索
の
転
回
で
は
な
く
、
転
回
の
思
索
 で
あ
る
。
そ
し
て
そ
 

よ
う
な
思
索
は
、
転
回
と
い
う
事
態
自
身
の
動
性
に
呼
応
 せ
ん
が
た
め
に
、
そ
れ
自
身
の
側
に
お
い
て
も
「
私
の
 思
索
に
お
け
る
 翻
転
 

と
い
う
姿
勢
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
 う
 し
た
消
息
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
ら
の
思
索
の
歩
み
を
 回
 顧
 し
つ
つ
次
の
よ
 う
 

述
べ
て
い
る
 0
 「
口
布
と
 
時
 L
 に
お
け
る
有
の
間
の
着
手
 に
お
い
て
も
す
で
に
思
索
は
、
思
索
の
歩
み
を
転
回
に
 呼
応
せ
し
め
る
 翻
転
 へ に 」 の る 

十
年
前
に
動
か
し
て
い
た
 

0
 転
回
の
思
索
は
私
の
思
索
 

に
お
け
る
 

で
あ
る
。
」
て
て
。
 

翻
転
 ，
 
。
・
 
，
 （
 
8
 
）
転
回
と
い
う
事
態
が
思
索
を
 

動
か
す
の
は
、
そ
の
事
 

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
 

0
 「
 
八
 転
回
 V
 と
い
 9 名
称
の
も
と
に
思
索
さ
れ
た
事
態
は
私
の
思
索
を
す
 

で
に
一
九
四
 
セ
 年
ょ
 り
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そ
の
裏
面
に
お
い
て
は
同
時
に
右
の
忘
却
で
も
あ
る
 よ
う
 な
 有
の
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
有
の
間
が
有
 の
 理
解
の
「
徹
底
」
と
 

（
 
Ⅱ
 
@
 "
 

と
こ
ろ
で
有
の
理
解
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
 莫
然
 と
し
た
 
「
概
念
以
前
の
」
「
所
君
 論
 的
な
」
理
解
に
す
ぎ
な
い
。
 

換
 冒
 す
れ
ば
そ
れ
は
 

5
 意
味
で
も
、
右
の
理
解
の
内
に
自
ら
の
基
底
を
見
出
 し
て
い
る
。
右
の
理
解
、
言
い
換
え
れ
ば
右
が
開
示
さ
れ
 て
い
る
と
い
う
こ
と
、
 

こ
れ
は
人
間
が
有
る
も
の
に
関
わ
り
つ
つ
有
る
た
め
の
 ア
 ブ
 リ
 オ
リ
 な
制
約
で
あ
り
、
そ
う
い
う
点
に
着
目
し
て
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
人
間
 

ダ
一
 
ザ
イ
ン
 

を
 
「
現
有
」
と
命
名
す
る
。
そ
の
際
重
要
な
こ
と
は
、
 

彼
 は
 
一
方
で
は
有
の
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
人
間
を
現
有
 と
し
て
一
義
的
に
規
定
 

し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
ま
さ
に
そ
の
 ょ
う
 に
 規
定
さ
れ
た
人
間
の
内
に
有
の
理
解
を
還
元
し
て
い
る
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

@
 
は
 -
 

即
ち
 、
 有
の
理
解
は
理
解
乃
至
開
示
性
一
般
の
一
様
態
 と
し
て
現
有
の
一
つ
の
有
り
方
で
あ
り
、
現
有
と
い
う
 右
 る
も
の
の
有
の
体
制
に
 

所
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
 
右
 が
 右
の
理
解
へ
の
依
存
性
を
通
し
て
究
極
的
に
は
現
有
と
 し
て
の
人
間
に
依
存
し
 

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
有
も
い
わ
ば
或
る
有
る
も
の
 

、
 即
ち
現
有
に
根
拠
を
お
い
て
い
る
。
右
が
与
え
ら
れ
 て
あ
る
（
 9
%
 ぎ
 （
の
の
 
ぎ
 ）
 

 
 

の
は
右
の
理
解
が
 
、
 即
ち
現
有
が
実
存
す
る
場
合
に
の
み
 で
あ
る
。
」
 

1
3
 
）
こ
こ
か
ら
し
て
現
有
と
有
の
関
わ
り
合
い
は
 

、
現
有
が
有
を
理
解
 

し
 、
開
示
し
、
問
 う
 と
い
う
現
有
の
能
動
性
を
基
調
と
す
 る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
有
に
対
す
る
現
有
の
能
 動
的
関
与
は
そ
れ
自
身
 

オ
 ソ
チ
 

現
有
の
内
で
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
現
有
 と
 現
有
の
外
に
有
る
他
者
と
の
看
的
関
係
で
は
な
い
。
 

 
 

力
 @
 
ズ
 @
 

 
 

れ
 
「
有
の
理
解
に
依
存
」
し
て
 
1
 
@
0
 

@
 
@
 
 

し
る
と
し
 

l
 ）
 

ハ
ノ
土
日
 

汁
 
旧
倖
臆
 

、
 ハ
 モ
 
。
、
 

り
八
つ
 
ま
た
そ
の
間
自
身
が
有
の
理
解
か
ら
そ
れ
の
「
徹
底
」
 と
し
て
発
源
す
る
と
 ぃ
 

ま
ず
一
九
二
 
0
 年
代
後
半
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 思
 索
の
動
向
を
「
 有
 と
時
ヒ
 を
 中
心
に
概
観
し
て
お
こ
う
 。
彼
の
思
索
の
歩
み
 

は
 有
の
間
、
よ
り
正
確
に
舌
口
え
ば
有
の
意
味
へ
の
間
と
し
 

て
 始
ま
る
。
こ
の
間
は
 、
 問
わ
れ
る
べ
き
有
が
有
の
理
 解
の
内
に
の
み
与
え
 ろ
 

 
 

 
  

 

2
 

 
 

 
  

 



  

念
 と
し
て
自
明
性
の
内
に
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
形
而
上
学
（
百
論
）
は
 

根
 拠
を
欠
い
て
い
る
 

0
 こ
 
5
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

憶
念
的
把
握
を
目
指
し
つ
つ
、
有
る
も
の
を
有
る
も
 

の
と
し
て
規
定
し
理
解
可
能
に
し
て
い
る
根
拠
、
即
ち
「
 

有
 る
も
の
の
意
味
」
と
し
て
 

表
明
化
さ
れ
る
と
、
次
の
如
き
超
越
論
的
な
右
の
構
金
的
把
握
の
た
め
に
取
り
戻
す
べ
く
、
有
る
も
の
 

如
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
 世
界
へ
の
 
頽
落
 に
よ
っ
て
自
己
自
身
の
有
を
見
失
い
、
 

有
論
 （
形
而
上
叢
の
伝
統
へ
の
 

頽
落
 に
よ
っ
て
有
と
 

有
の
間
を
忘
却
し
 

、
そ
 

れ
が
た
め
に
有
は
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 

0
 そ
し
て
 
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
有
を
「
忘
却
か
ら
 

奪
取
す
る
」
即
ち
「
 

想
 

起
 」
 す
釈
 

（
 
7
 
）
 
と
い
う
仕
方
で
右
の
覆
蔵
性
を
全
面
的
に
 

除
 表
 す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
自
ら
に
課
し
え
た
の
で
あ
る
 

0
 し
か
も
そ
の
際
、
求
 

め
ら
れ
た
右
の
顕
わ
さ
の
形
式
も
概
念
の
明
断
さ
と
し
て
 

、
思
索
の
自
発
的
要
請
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
。
 

さ
て
、
で
は
有
の
亡
心
却
を
克
服
し
右
の
理
解
を
徹
底
 

せ
 ん
が
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
有
の
間
は
い
か
な
る
 

方
 向
づ
 げ
の
下
に
 
い
か
 

な
る
道
を
辿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
理
解
と
は
、
 

右
 を
 理
解
す
る
現
有
の
動
性
に
着
目
し
て
言
え
ば
、
有
る
 

も
の
か
ら
右
へ
の
「
 

超
 

趨
 」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
現
有
の
根
本
生
起
」
と
 

い
 う
 広
い
意
味
で
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
 

@
g
 

@
 
 

）
 

こ
の
形
而
上
学
 

が
 問
と
し
て
自
覚
的
に
 

（
 
仁
 
u
 
）
 

目
 す
べ
き
は
、
 

円
石
と
時
し
の
 

有
の
理
解
と
同
様
に
有
の
忘
却
も
こ
の
時
期
に
お
い
て
 

 
 

 
 

序
論
で
、
有
は
「
芸
当
っ
て
か
つ
大
抵
は
自
ら
を
示
さ
 

ぬ
も
の
、
…
…
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
 

る
が
、
 

し
て
、
即
ち
有
の
理
解
を
有
の
概
念
的
把
握
に
ま
で
 

仕
 上
 げ
る
べ
き
百
論
 
的
 探
究
と
し
て
、
必
要
に
な
っ
て
く
る
 

の
で
あ
る
 
0
 こ
こ
で
 注
 



さ
れ
た
の
で
あ
る
 0
 こ
の
時
性
が
現
有
の
究
極
の
 、
た
 だ
し
あ
く
ま
で
現
有
に
内
在
的
な
、
 

有
論
的
 根
拠
で
あ
り
 、
 従
っ
て
現
有
の
諸
々
 

 
 

の
 有
り
方
と
等
根
源
的
に
有
の
理
解
と
い
ら
有
り
方
を
も
 可
能
に
し
て
い
る
根
拠
、
即
ち
右
の
意
味
と
し
て
の
時
 乃
至
「
と
ぎ
 性
 」
で
あ
 

う
し
た
洞
察
を
踏
ま
え
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
上
記
の
如
 

き
 有
の
間
を
有
の
意
味
へ
の
間
へ
と
徹
底
さ
せ
、
そ
れ
 

に
よ
っ
て
「
形
而
上
学
 

 
 

の
と
し
て
概
念
的
に
把
握
す
べ
く
、
「
有
の
意
味
」
 

即
 ち
 有
を
有
と
し
て
規
定
 

 
 

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
有
の
意
味
へ
の
間
は
、
そ
の
間
自
身
 

れ
て
く
る
現
有
の
有
を
「
 
関
 
、
七
」
・
 

，
 
、
・
，
と
し
て
解
釈
す
る
。
 

。
 
ゲ
 

だ
 

た
も
の
、
そ
れ
が
「
 
有
 と
時
 L
 の
公
刊
さ
れ
た
部
分
、
即
 

の
 理
解
そ
の
も
の
の
根
拠
へ
と
問
 
い
 遡
る
わ
け
で
あ
る
。
 

い
る
根
拠
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
有
の
理
解
を
現
有
 

自
 

と
こ
ろ
で
そ
の
「
有
の
彼
方
」
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
 

そ
こ
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
ず
、
 

頽
落
 に
よ
っ
て
 

が
そ
こ
か
ら
そ
れ
の
「
徹
底
」
と
し
て
発
源
し
た
と
こ
ろ
 

 
 

そ
し
て
そ
の
準
備
と
し
て
ま
ず
現
有
の
有
の
体
制
を
根
 

身
の
右
の
体
制
の
内
で
内
側
か
ら
可
能
に
し
て
い
る
 

根
 

が
そ
こ
で
は
ま
だ
現
有
固
有
の
有
は
根
源
的
に
は
開
示
 

ち
 「
現
有
の
右
論
的
分
析
論
」
で
あ
る
。
 

ば
 現
有
の
有
の
内
奥
に
他
な
ら
な
い
 

0
 右
の
意
味
、
右
 

規
定
さ
れ
た
る
現
有
の
日
常
的
非
本
来
的
実
存
に
定
位
 

源
的
 全
体
的
に
解
明
し
 

拠
 に
他
な
ら
な
い
の
で
 

さ
れ
て
い
な
い
 0
 「
 
有
 

の
有
の
理
解
、
そ
の
 
有
 

も
の
か
ら
有
へ
の
 
超
 

を
 理
解
可
能
に
し
て
 

し
 、
そ
こ
で
開
示
さ
 

と
持
 口
で
は
現
有
の
開
示
性
こ
そ
が
「
真
性
の
最
も
根
 

源
 的
な
現
象
し
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
 

頽
 落
の
内
で
 は
 非
本
来
的
開
示
性
と
 

い
う
意
味
で
の
「
非
真
性
し
と
い
う
派
生
的
形
態
を
と
っ
 

 
 

約
を
成
し
て
も
い
る
。
 

そ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
不
安
と
い
う
「
現
有
の
卓
抜
 

な
る
開
示
性
」
に
目
を
つ
け
、
不
安
の
内
で
 

頽
 落
を
克
服
 し
た
本
来
的
実
存
を
 

「
先
駆
的
決
意
性
」
と
し
て
示
す
。
こ
れ
が
現
有
の
「
 

根
 頓
的
真
性
」
、
 

@
5
@
2
 
 

即
ち
現
有
の
右
が
現
有
自
身
に
根
源
的
に
 

開
示
さ
れ
て
い
る
有
り
 

 
 

方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
即
し
て
「
関
心
」
と
い
う
現
有
 

の
有
の
構
造
を
統
一
的
全
体
的
に
規
定
し
て
い
る
根
拠
が
 

「
 
特
 性
」
と
し
て
 
露
開
   



回
 

3
 

転
 

 
 

け
 

お
 

ハ
イ
 
ヂ
ッ
ガ
 
ー
の
思
索
が
決
定
的
な
 

翻
転
 に
踏
み
入
る
の
 

は
、
 先
の
「
 R
 書
簡
 ヒ
 に
し
た
が
え
ば
一
九
三
 

セ
 年
頃
 で
あ
る
。
 

0
.
 

ペ
ゲ
 

 
 
 
 

 
 

ガ
 
ラ
ー
に
よ
る
と
こ
の
頃
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 

円
 
哲
学
 

 
 

へ
の
寄
与
 
b
 と
い
う
覚
え
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
 

い
る
。
 
一
 
・
危
機
は
着
手
さ
れ
た
 

 
 

  (131) 

る
 。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
証
示
す
べ
く
特
性
か
ら
 

有
 を
 「
と
ぎ
 
的
 」
に
解
釈
す
㍉
 

@
7
 

㌧
と
い
う
の
が
「
 
有
 と
時
 口
 第
一
部
第
三
篇
「
時
と
 

 
 

有
 」
に
予
定
さ
れ
て
い
た
課
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
 

特
 に
 注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
有
の
解
釈
が
あ
く
 

ま
で
現
有
の
分
析
論
を
 

通
じ
て
開
か
れ
た
地
平
の
内
で
、
即
ち
現
有
自
身
の
時
 

性
を
地
盤
と
し
て
そ
の
上
で
、
企
て
ら
れ
て
い
た
と
 こ
と
で
あ
る
 
0
 し
か
も
 

ヨ
時
の
構
想
に
 
よ
 れ
ば
、
有
の
と
き
曲
解
釈
自
身
も
最
 

終
 的
に
は
現
有
の
有
の
反
復
的
解
釈
に
至
（
 

a
-
2
 
 
っ
て
一
応
の
完
 

 
 

た
 。
「
哲
学
は
お
そ
ら
く
 

八
 主
観
 V
 か
ら
出
発
し
て
、
 
哲
 学
の
究
極
の
間
と
と
も
に
 
八
 主
観
 V
 の
 内
へ
 帰
来
せ
れ
 ば
な
ら
な
い
 
0
 
」
こ
の
 月
 

環
 は
し
か
し
つ
い
に
閉
じ
ら
れ
ず
、
「
 

有
 と
時
 ヒ
は
 未
完
 の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
後
年
の
自
己
 

批
判
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
 

途
絶
の
所
以
は
、
円
石
と
時
 

ロ
の
 試
み
が
「
あ
ら
た
め
て
 
主
観
性
の
単
な
る
堅
固
化
に
な
る
と
い
う
危
険
の
中
に
 

踏
み
込
」
ん
だ
と
い
う
 

 
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
九
二
九
年
の
諸
著
作
で
は
、
「
 

有
と
 持
口
の
構
想
の
基
本
的
 

枠
組
を
維
持
し
つ
つ
も
、
有
の
間
 

題
 と
の
関
連
で
現
有
 
そ
の
も
の
の
有
限
性
を
諸
々
の
仕
方
で
真
正
面
か
ら
問
題
 

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
 

一
九
三
 
0
 年
代
に
入
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
お
そ
ら
く
 

「
 
右
と
時
ヒ
の
 完
成
を
殆
ど
断
念
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 

ソ
や
 ギ
リ
シ
ア
初
期
の
 

思
索
者
と
の
対
話
に
、
さ
ら
に
は
ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
決
 

に
 移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 



と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
飛
躍
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
一
九
一
 二
七
年
頃
表
明
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
初
め
て
 彼
 は
 形
而
上
学
と
の
 断
 

絶
を
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
そ
 れ
 以
前
の
、
就
中
「
 有
 と
時
ヒ
 の
 思
索
は
、
後
年
の
自
己
 批
判
に
お
い
て
も
指
摘
 

（
㏄
 
@
 

さ
れ
る
よ
う
に
、
形
而
上
学
か
ら
生
い
来
た
っ
た
も
の
 と
し
て
ま
だ
形
而
上
学
の
言
葉
と
表
象
作
用
に
囚
わ
れ
て
 お
り
、
形
而
上
学
的
問
 

@
w
-
 

の
 軌
道
を
根
本
か
ら
決
定
的
に
は
脱
し
て
い
な
か
っ
た
の
 弔
し
あ
 
ス
 ㌧
。
 
*
 に
 
L
 し
人
 
Ⅲ
に
口
布
と
時
日
で
す
ネ
ヒ
に
ハ
 

ン
 
Ⅱ
 デ
ッ
 ガ
 ー
は
形
而
上
学
の
根
 

ぬ
を
 設
定
す
べ
く
、
有
の
理
解
の
根
拠
、
換
言
す
れ
ば
 超
越
の
根
拠
を
問
 い
 求
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
 は
 超
越
の
徹
底
を
目
指
 

し
つ
つ
、
現
有
と
い
う
 有
 る
も
の
か
ら
出
発
し
て
そ
の
 有
 の
 根
拠
へ
と
超
越
論
的
に
遡
源
す
る
、
と
い
う
仕
方
に
 お
い
て
で
あ
り
、
し
か
 

も
そ
の
際
形
而
上
学
を
根
拠
づ
け
る
べ
 き
 現
有
の
有
の
 根
拠
（
 時
芭
 は
ど
こ
ま
で
も
現
有
自
身
の
内
に
求
め
ら
 れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
 

ば
な
ら
な
い
。
」
 

面
 で
動
い
て
い
る
形
而
上
学
の
形
而
上
学
自
身
に
 は
 覆
蔵
さ
れ
た
根
底
を
指
し
示
し
て
い
る
。
 

@
4
@
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即
ち
そ
 れ

は
、
形
而
上
学
が
有
 

る
も
の
の
側
か
ら
超
越
論
的
に
有
を
表
象
 し
 、
か
つ
 そ
 の
 有
か
ら
振
り
返
り
つ
つ
有
る
も
の
を
表
象
す
る
際
、
 つ
 ね
 に
そ
こ
を
跳
び
越
し
 

つ
 っ
そ
こ
を
動
い
て
い
る
処
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
有
る
 も
の
か
ら
有
へ
の
超
越
の
直
下
に
、
超
越
の
そ
の
都
度
 の
 遂
行
に
先
立
っ
て
 、
 

つ
ね
に
す
で
に
開
け
て
い
る
処
で
あ
る
。
従
っ
て
 密
右
 の
 内
へ
の
飛
躍
と
は
、
形
而
上
学
の
超
越
論
的
思
索
の
軌
 

 
 

@
 
㏄
）
 

思
索
を
超
越
そ
の
も
の
の
直
下
へ
と
翻
す
こ
と
、
「
 形
而
 

 
 

意
味
す
る
。
退
歩
と
か
 

帰
付
と
い
っ
た
表
現
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
飛
 躍
は
決
し
て
形
而
上
学
と
同
一
平
面
上
に
並
ぶ
別
の
新
 た
な
境
域
へ
の
移
行
で
 

は
な
く
、
む
し
ろ
い
わ
ば
本
来
此
土
の
自
覚
で
あ
る
。
「
 我
々
は
我
々
が
も
と
も
と
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
地
盤
の
 上
へ
初
め
て
飛
躍
せ
ね
 

詰
 は
い
か
な
る
新
た
な
有
の
経
験
を
告
げ
て
い
る
の
か
。
 「
真
性
の
本
質
に
つ
い
て
 
L
 
の
註
記
で
は
 
密
有
は
 「
 有
 と
 有
る
も
の
と
の
月
面
②
 

 
 
 
 

@
 
㏄
 @
 

者
を
口
統
べ
る
区
別
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 さ
 し
あ
た
り
形
式
的
に
言
え
ば
こ
の
 コ
 区
別
」
は
 、
 有
る
も
 の
と
有
が
相
対
す
る
 乎
 

（
㌍
）
 

思
索
の
翻
 転
を
 
「
 密
有
 そ
の
も
の
の
本
質
の
内
へ
の
 飛
 躍
 」
と
し
て
舌
ロ
 い
 表
わ
し
て
い
る
。
 
密
有
 
（
 
辮
憶
コ
 ）
 と
は
 何
を
謂
 う
 の
か
。
そ
の
 

 
 



経
験
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

以
上
我
々
は
 
密
 有
の
内
へ
の
飛
躍
と
し
て
の
思
索
の
翻
 

転
を
形
式
的
暫
定
的
に
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
さ
ら
 

に
 立
ち
入
っ
て
究
明
 

す
る
た
め
に
は
、
形
而
上
学
の
根
底
と
し
て
さ
し
あ
た
 

り
 形
而
上
学
の
側
か
ら
形
式
的
に
指
示
さ
れ
た
 

密
有
 、
 そ
 の
密
有
 
を
そ
の
も
の
 
自
 

身
の
内
実
に
即
し
て
明
ら
か
但
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 

先
に
引
用
し
た
 
日
 
真
性
の
本
質
に
つ
い
て
日
の
註
記
に
 

お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

｜
は
密
有
 
と
真
性
の
本
質
連
関
を
指
示
し
つ
 

?
 
 
「
真
性
 
と
は
 密
 有
の
根
本
動
向
と
し
て
の
明
け
開
き
つ
つ
 

蔵
す
 る
 @
 
こ
 
と
を
立
目
小
札
 

扶
 ハ
二
Ⅱ
 

@
 る
 」
 

 
 

 
 

い
う
動
向
に
考
察
の
的
を
絞
ろ
 

う
 。
 

と
木
 

密
右
 が
明
 け
 開
く
境
域
は
「
明
 
け
 開
け
」
と
呼
ば
れ
る
 

が
 、
こ
の
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
根
本
語
は
 

、
，
ト
拉
 

ふ
も
 
卜
 
（
 
陣
 即
ち
不
覆
蔵
性
 
と
 

即
 
い
 う
 意
味
で
の
真
性
を
そ
の
場
 

処
的
 性
格
に
着
眼
 
し
て
名
指
し
た
語
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
明
 

け
開
 げ

と
は
ま
ず
第
一
に
（
 

4
@
d
 
 

。
 

、
 そ
の
 

憶
 
内
で
有
る
も
の
が
 
朴
 か
も
の
と
し
て
、
そ
の
有
に
 

お
い
て
 
顕
 わ
に
さ
れ
て
い
る
 

処
 、
即
ち
「
有
る
も
の
の
 

不
 覆
蔵
性
」
を
意
味
す
る
。
 

第
 

け
 
二
に
そ
の
明
 
け
 開
け
は
同
時
に
ま
た
、
有
が
そ
の
 

内
に
与
え
ら
れ
、
有
る
も
の
と
と
も
に
有
る
も
の
の
 

有
と
 し
て
 顕
 わ
に
さ
れ
て
い
る
 

 
 

が
 。
有
る
も
の
が
有
る
と
い
う
そ
の
有
は
元
来
ギ
リ
シ
ア
 

に
お
い
て
は
「
現
前
（
 

o
b
q
 

㌻
 ピ
 

@
5
-
 

 
 
 
 

 
 

。
ま
さ
に
こ
の
 
な
胡
げ
開
け
を
明
け
開
く
こ
と
に
よ
る
こ
と
」
を
意
味
す
を
が
、
か
か
る
「
 

ょ
う
 -
6
-
 

住
 」
と
し
て
有
は
 

  

 
 

 
 

  

4
 Ⅰ
 

る
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
初
め
て
形
而
上
学
 の
 覆
蔵
さ
れ
た
根
底
と
し
て
の
 密
右
 が
現
有
自
身
の
深
淵
 的
 根
底
と
し
て
脚
下
に
 

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
有
の
根
拠
が
現
有
に
と
っ
て
 

む
し
ろ
深
淵
に
な
り
、
そ
の
 

ょ
う
 
に
し
て
主
観
性
が
最
 

 
 

「
 
有
 と
有
る
も
の
と
の
区
別
」
も
当
時
は
「
 

有
論
 的
差
異
 」
と
し
て
そ
れ
自
身
 
有
論
 約
１
超
越
論
的
に
表
象
さ
れ
 
、
そ
の
根
拠
は
直
接
的
 

に
は
超
越
の
内
に
、
究
極
的
に
は
現
有
の
時
性
の
内
に
求
 

め
ら
れ
て
 し
 
、
こ
 

@
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十
八
 
。
 そ
れ
は
ま
だ
い
わ
ば
飛
躍
へ
の
助
走
 
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
 
助
 

走
が
 飛
躍
に
転
ず
る
の
は
、
諸
々
の
根
拠
を
、
就
中
白
 

己
 自
身
の
根
拠
を
自
己
の
内
に
み
る
よ
う
な
現
有
の
自
己
 

完
結
性
が
破
れ
る
と
き
 



内
に
有
る
も
の
の
有
を
与
え
、
そ
れ
と
同
時
に
有
る
も
 の
を
そ
れ
の
有
に
お
い
て
 顕
 わ
に
し
、
そ
う
い
う
仕
方
で
 有
 と
有
る
も
の
と
を
等
 

根
源
的
に
「
統
べ
る
」
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
用
語
上
の
間
 題
に
 舌
口
 
及
 し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
 。
 有
 と
の
関
連
で
言
え
ば
、
 
密
有
は
、
 
有
が
そ
こ
か
ら
 与
え
ら
れ
て
く
る
 根
 

源
 、
有
が
そ
こ
か
ら
有
る
も
の
の
 有
 と
し
て
現
成
し
て
 く
る
由
来
を
舌
ロ
 い
 表
わ
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
 

ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
 彼
が
 

さ
し
あ
た
り
 有
 と
い
う
語
で
問
 う
た
 事
柄
を
そ
の
事
柄
 自
身
に
即
し
て
一
層
根
源
的
に
経
験
し
た
と
き
、
も
は
や
 有
 と
い
う
伝
統
的
な
 概
 

念
 で
は
捉
え
 き
 れ
な
い
そ
の
事
柄
自
身
の
根
源
を
密
 有
 と
い
う
別
の
語
で
言
い
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。
 有
 
（
の
 
缶
 コ
 ）
 と
密
有
 
（
の
の
Ⅱ
二
）
 

、
 

こ
の
両
者
は
事
柄
の
上
で
も
表
現
の
上
で
も
不
即
不
離
の
 関
係
に
あ
る
。
し
か
し
 密
有
 と
い
う
語
の
使
用
は
ご
く
 一
部
の
著
作
に
限
ら
れ
 

て
お
り
、
 

4
7
 

）
概
し
て
言
え
。
は
、
一
九
五
 

0
 年
代
の
初
め
ま
で
 の
 著
作
で
は
不
離
の
面
が
強
調
さ
れ
て
右
の
根
源
も
有
 あ
る
い
は
 右
 自
身
と
呼
 

ば
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
後
の
著
作
で
は
逆
に
 不
 即
の
面
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
有
の
根
源
は
全
く
別
 の
 語
で
表
現
さ
れ
る
 ょ
 

（
㏄
 
@
 

 
 

は
 
「
そ
れ
は
有
を
与
え
る
」
の
「
そ
れ
」
は
 

有
 自
身
で
あ
 る
と
舌
口
わ
れ
て
Ⅰ
 り
る
 

が
 、
晩
年
の
「
時
と
有
」
で
は
同
じ
「
そ
れ
」
が
性
起
 と
 命
名
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
叙
述
に
お
い
て
は
我
々
は
 原
則
と
し
て
前
者
の
用
 

語
法
に
従
い
、
今
後
は
有
と
い
う
語
を
密
 有
 と
同
じ
意
 味
 で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
有
と
い
 ぅ
 語
は
両
義
的
に
な
る
 

の
で
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
密
着
と
区
別
 し
て
有
と
舌
ロ
 い
 表
わ
し
て
き
た
事
柄
を
今
後
は
有
る
も
の
 の
有
 と
表
現
す
る
こ
と
 

に
す
る
。
 

さ
て
上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
 

有
 
（
Ⅱ
 密
有
 ）
 自
身
が
明
 け
開
 げ
の
内
に
自
ら
を
与
え
る
、
即
ち
 有
 る
 も
の
の
 有
 と
し
て
 現
 

（
㏄
 
-
 

成
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
際
ま
ず
も
っ
て
有
が
 「
自
ら
を
明
 け
 開
く
」
と
い
う
仕
方
で
明
 け
開
 げ
を
も
た
 
ら
し
、
自
ら
明
 け
 開
 け
 

@
 
臼
 
@
 
）
 

と
し
て
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
「
 
有
 自
身
が
、
そ
の
内
で
 有
る
も
の
が
現
前
す
る
と
こ
ろ
の
不
覆
蔵
性
と
し
て
 現
 成
す
る
。
」
こ
の
点
か
ら
 

言
 5
 と
、
先
に
述
べ
た
「
有
の
不
覆
蔵
性
」
は
同
時
に
一
 眉
根
源
的
に
は
、
 
有
 自
身
か
ら
発
源
 し
 有
の
現
成
に
属
 し
て
い
る
不
覆
蔵
性
 と
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「
真
性
と
は
 密
 右
の
根
本
動
向
と
し
て
の
明
け
開
ぎ
つ
つ
 蔵
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
か
っ
て
 現
有
の
開
示
性
に
還
 

る
 
」
と
い
う
 

密
有
 
自
身
の
動
性
を
聴
き
取
る
の
で
あ
る
。
 

定
式
的
竺
ニ
 

ロ
 
え
ば
、
明
け
開
げ
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
 

木
質
上
「
自
ら
を
覆
蔵
 

し
つ
つ
蔵
す
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
明
 

け
 
開
 け
 」
で
あ
 

  

か
ら
追
加
さ
れ
た
も
の
 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
明
 

け
 
開
け
と
一
つ
に
現
成
す
る
覆
蔵
 

で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
明
 

け
 
開
け
が
そ
こ
か
ら
し
 

て
 
初
め
て
明
 

け
 
開
か
れ
 

て
く
 
私
巌
ビ
い
う
 

意
味
を
内
含
す
あ
 

穣
藤
ぜ
あ
 

る
。
・
も
 

よ
や
 
ミ
 （
不
覆
蔵
性
と
し
て
の
真
性
）
に
は
そ
の
「
 

貯
 え
 
」
「
 
心
 」
と
し
て
 

ゑ
母
 
（
覆
蔵
性
と
し
て
の
非
真
性
）
 

」
れ
は
形
而
上
学
と
の
関
連
で
言
え
ば
次
の
よ
う
な
事
態
 

を
 
意
味
す
る
。
即
ち
 

、
 

 
 

れ
と
同
時
に
有
は
不
覆
蔵
性
と
し
て
現
成
す
る
自
己
 

自
 

  

 
 

 
 

身
を
覆
蔵
す
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
形
而
上
学
の
視
野
 

そ
 

 
 の

も
の
を
成
す
不
覆
蔵
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

形
而
上
学
の
根
底
と
し
て
の
 密
有
 は
さ
し
あ
た
り
、
 以
 上
に
述
べ
た
よ
う
な
明
け
開
け
せ
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
 。
と
こ
ろ
で
こ
の
 明
 

 
 

げ
開
 げ
は
し
か
し
形
而
上
学
自
身
に
は
覆
蔵
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

明
 け
 開
き
つ
 
つ
蔵
す
 

い
 う
 意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
 
0
 「
有
の
真
性
」
 
「
有
の
明
 
け
 開
 け
 」
等
の
表
現
に
お
い
て
も
事
情
は
同
 
じ
で
、
そ
の
「
有
の
」
 

は
 、
し
ば
し
ば
両
義
的
で
は
あ
る
が
、
根
本
に
お
い
て
は
 

今
 述
べ
た
よ
う
な
主
格
的
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
。
 



明
け
開
け
を
明
 け
開
 げ
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
も
、
 

や
 は
り
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
原
理
的
 は
 は
あ
く
ま
で
た
だ
 有
 

自
身
が
そ
の
覆
蔵
性
を
覆
蔵
性
と
し
て
照
ら
し
出
し
、
 そ
 う
い
う
仕
方
で
自
ら
を
根
源
的
に
明
け
開
く
こ
と
に
 基
 
つ
い
て
の
み
可
能
で
あ
 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
 
密
右
 に
は
明
 け
開
 ぎ
つ
つ
 蔵
 す
る
こ
と
が
属
し
て
い
る
の
で
、
 

密
 有
は
始
源
的
に
は
 覆
蔵
的
脱
去
の
光
の
内
 

 
 

自
己
開
示
を
示
唆
し
て
い
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
覆
蔵
的
 脱
去
そ
の
も
の
が
或
る
 

（
㏄
 
-
 

「
 
光
 」
と
し
て
有
の
根
源
的
 ｜
 「
始
源
的
」
自
己
開
示
の
 
必
須
の
契
機
を
成
し
て
い
る
。
形
而
上
学
の
も
と
で
は
 明
 け
開
 げ
と
覆
蔵
性
の
 

双
方
が
い
わ
ば
覆
蔵
性
の
内
に
呑
み
込
ま
れ
る
の
に
 対
 し
 、
こ
こ
で
は
逆
に
「
明
 け
 開
き
つ
 
っ
 蔵
す
る
こ
と
」
の
 全
体
が
根
源
的
 ｜
 「
 
始
 

 
 

今
の
段
階
で
ほ
ま
だ
十
分
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
と
も
 か
く
そ
の
よ
 
5
 な
有
の
 

自
己
開
示
を
形
而
上
学
か
ら
の
退
歩
に
お
い
て
経
験
し
 た
か
ら
こ
そ
、
（
 

5
 
6
 
 

）
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 密
 有
の
二
重
の
動
性
を
 思
索
し
語
り
え
た
わ
け
 

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
我
々
は
、
 

密
右
 の
 内
 へ
飛
躍
し
 翻
転
 し
た
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
か
ら
語
り
出
さ
れ
た
事
柄
 を
先
 廻
り
し
て
述
べ
て
 

き
た
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
そ
の
思
索
そ
の
も
の
に
 注
目
し
よ
う
。
 

か
つ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
ら
の
思
索
（
有
の
間
）
の
 基
 底
を
右
の
理
解
の
内
に
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
現
有
 と
し
て
の
人
間
の
内
 

で
 内
在
的
に
根
拠
づ
け
ん
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
 飛
躍
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
人
間
の
内
」
と
い
う
 抱
 え
 込
み
が
手
放
さ
れ
る
 

や
 、
一
切
が
別
の
光
の
下
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
。
 ま
 ず
 有
の
理
解
の
根
拠
と
し
て
現
有
の
時
性
の
内
に
問
 い
 求
め
ら
れ
て
い
た
「
 有
 

（
 
丹
 ）
 

元
 さ
れ
て
い
た
有
の
理
解
と
有
の
忘
却
が
 、
 共
に
今
や
 有
 自
身
に
由
来
す
る
真
性
そ
の
も
の
の
二
重
の
動
性
と
し
 て
 経
験
さ
れ
て
い
る
こ
 

と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
 こ
と
は
、
形
而
上
学
に
は
そ
の
根
底
た
る
明
 け
開
 げ
が
 覆
蔵
さ
れ
て
い
る
の
み
 

（
㏄
）
 

な
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
の
覆
蔵
 桂
 自
体
も
覆
蔵
さ
れ
て
い
 る
 、
忘
却
す
ら
も
が
忘
却
の
淵
に
沈
ん
で
い
る
と
い
う
こ
 と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
 

の
い
わ
ば
二
乗
さ
れ
た
覆
蔵
の
全
体
が
右
自
身
の
自
己
 覆
 蔵
か
ら
命
運
的
 ｜
 歴
史
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
 て
、
 決
し
て
人
間
の
怠
 

 
 

か
し
逆
に
言
え
ば
、
明
 け
 開
け
に
内
属
す
る
覆
蔵
性
を
自
 覚
し
、
そ
れ
と
と
も
に
 

(136) 12 



転
回
 
ガ
一
に
お
け
る
 

ィ
デ
 

"
 

，
は
、
 

右
が
自
ら
を
真
性
と
し
て
 

開
 
ぎ
っ
 
つ
 一
方
で
 

則
 
的
に
は
、
人
間
の
内
に
お
け
る
 

有
 
る
も
の
の
有
へ
の
 

 
 

そ
の
関
与
は
有
る
も
の
の
 

有
 
と
し
て
現
成
す
る
方
自
身
 

は
そ
こ
に
自
ら
を
有
る
も
の
の
 

有
 
と
し
て
遣
わ
す
と
と
 

人
間
の
能
動
的
関
与
（
超
越
）
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
い
 

の
方
か
ら
照
ら
し
返
さ
れ
て
、
た
と
え
ば
「
人
間
本
質
へ
の
 

も
に
、
他
方
で
は
そ
の
 

ょ
ぅ
 

有
の
関
与
の
内
部
に
お
 

た
の
で
あ
る
が
、
今
や
 

 
 

13  (137) 

質
の
変
転
」
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
 

そ
れ
と
と
も
に
お
の
 づ
 か
ら
人
問
と
有
と
の
関
わ
り
 合
 い
 （
思
索
）
も
根
底
か
ら
変
転
す
る
。
即
ち
、
か
っ
て
は
こ
 
の
 関
わ
り
合
い
ほ
 原
 

（
㏄
）
 

の
 意
味
」
（
 時
 ）
は
、
現
有
の
脚
下
に
開
か
れ
て
い
る
 境
 域
 と
し
て
経
験
さ
れ
、
「
右
の
真
性
」
と
改
称
さ
れ
る
 。

「
右
の
真
性
一
、
即
ち
・
（
 

7
@
6
 

「
自
ら
を
覆
蔵
し
つ
つ
蔵
す
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
 明
 げ
 開
 け
 」
、
そ
れ
が
現
有
の
時
性
か
ら
解
き
放
た
れ
た
「
 
時
 」
の
実
相
で
あ
り
、
 

ま
た
そ
れ
が
有
の
理
解
の
深
淵
的
根
底
で
あ
る
。
人
間
は
 右
の
理
解
の
所
有
者
で
も
主
体
で
も
な
い
。
む
し
ろ
 人
 間
 は
っ
 ね
 に
す
で
に
 有
 

の
 真
性
の
内
に
立
ち
、
明
け
開
げ
に
い
わ
ば
身
を
晒
し
て
 い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
そ
こ
で
示
さ
れ
て
く
る
 有
 る
も
の
の
有
を
理
解
し
 

ぅ
 る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
人
間
の
根
源
的
 な
 有
り
方
、
即
ち
有
の
真
性
と
い
う
根
源
か
ら
 逆
賭
 さ
れ
 た
 有
り
方
が
、
か
つ
て
 

の
 な
お
主
観
性
の
刻
印
を
帯
び
た
「
実
存
（
 口
 生
 め
 
（
の
 
コ
さ
 」
と
の
対
比
で
「
 脱
 在
庫
田
の
（
の
 黒
 ）
」
と
呼
ば
れ
、
 
そ
こ
に
ま
た
「
人
間
木
 



以
上
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
翻
転
の
基
本
的
な
道
筋
 を
 概
観
し
て
ぎ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
も
察
せ
ら
 れ
る
よ
 う
 に
、
ハ
イ
 

デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
 翻
 転
を
決
し
て
自
ら
の
思
索
の
内
在
 的
な
変
化
と
は
考
え
て
い
な
い
。
 

翻
 転
の
内
で
自
ら
を
 有
 の
 命
運
的
呼
び
 要
 め
へ
 

の
 呼
応
と
し
て
自
覚
す
る
に
至
っ
た
彼
の
思
索
は
、
そ
の
 自
覚
と
と
も
に
、
自
ら
の
 翻
転
と
翻
乾
 に
至
る
ま
で
の
 
歩
み
も
そ
れ
と
知
ら
ず
 

に
 或
る
呼
び
 要
 め
へ
の
呼
応
で
あ
っ
た
と
完
了
す
る
。
「
 

哲
学
へ
の
寄
与
口
の
中
で
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
は
、
「
 
有
 と
時
 し
に
お
け
る
思
索
の
開
 

@
@
 

Ⅱ
）
 

始
を
 
「
 密
有
 自
身
の
現
成
が
自
ら
準
備
す
る
初
め
」
と
 し
て
語
り
、
ま
た
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 召
 右
と
 持
ロ
二
九
二
 セ
 ）
 

で
 試
み
ら
れ
た
思
索
は
…
…
形
而
上
学
の
超
克
を
準
備
す
 る
 道
を
歩
み
始
め
る
。
し
か
し
そ
の
 ょ
う
 な
思
索
を
そ
 れ
 自
身
の
道
へ
と
も
た
 

4
 

な
 自
ら
の
 全
動
 性
を
見
護
ら
せ
る
べ
く
思
索
を
真
性
の
 内
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 思
索
は
有
の
真
性
を
包
 

括
的
 境
域
と
し
て
そ
の
内
で
有
る
も
の
の
右
と
向
き
合
 っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
根
本
に
お
い
て
は
真
性
と
し
て
 現
 成
す
る
 有
 自
身
か
ら
 発
 

（
 
り
 
@
-
 

涙
 し
、
か
つ
 有
 自
身
に
帰
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
 の
点
か
ら
言
え
ば
「
有
の
思
索
」
に
お
け
る
「
の
」
は
 主
 格
的
 属
格
で
あ
り
、
 
思
 

索
は
有
の
独
 露
 現
成
の
 
一
 契
機
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
 よ
う
な
思
索
は
有
る
も
の
の
右
を
も
は
や
単
に
有
る
も
の
 の
 側
か
ら
形
而
上
学
的
 

に
 表
象
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
而
上
学
の
歴
史
に
 お
い
て
表
象
的
に
思
索
さ
れ
た
有
る
も
の
の
有
を
も
 含
 め
て
、
そ
れ
を
有
の
命
 

違
約
呼
び
 要
 め
と
し
て
そ
の
本
源
的
由
来
か
ら
思
索
す
 る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
有
る
も
の
の
有
を
貫
い
て
 そ
の
根
源
へ
、
思
索
 自
 

（
 
円
 ）
 

身
の
根
源
へ
と
遠
人
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
即
ち
 、
思
 索
は
 
「
有
の
真
性
か
ら
か
つ
有
の
真
性
へ
向
け
て
思
索
し
 
」
、
さ
ら
に
は
真
性
と
 

し
て
自
ら
を
明
 け
 開
く
有
、
そ
れ
と
同
時
に
自
ら
を
 覆
 蔵
す
る
 有
、
そ
 5
 
い
 う
有
 
へ
と
沈
思
遊
人
し
て
い
く
。
 
そ
 れ
が
呼
び
 要
 め
へ
の
 呼
 

応
の
本
来
的
な
姿
で
あ
る
。
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ら
す
も
の
は
思
索
さ
る
べ
 き
 も
の
以
外
に
は
あ
り
え
な
 ）
Ⅰ
と
す
れ
ば
、
そ
の
 

こ
 
5
 

O
 」
 

ょ
う
 に
し
て
道
を
歩
み
始
め
た
 彼
の
思
索
を
さ
ら
に
 
決
 

定
 的
な
 翻
転
 へ
も
た
ら
す
も
の
も
、
思
索
さ
る
べ
 き
事
 柄
 と
し
て
の
 有
 自
身
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
「
 
有
 自
身
 が
 思
索
を
撃
ち
当
て
る
 

こ
と
、
ま
た
い
か
に
撃
ち
当
て
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
 こ
と
が
思
索
を
飛
躍
に
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
 ょ
っ
 で
 思
 索
は
有
 自
身
か
ら
発
源
 

し
 、
そ
れ
だ
け
 一
層
有
 と
し
て
の
 有
こ
 
y
 
,
@
6
-
7
 

呼
応
す
る
。
」
 
こ
 の
こ
と
は
、
思
索
の
翻
 転
 が
思
索
さ
る
べ
 き
 事
柄
自
身
の
 翻
乾
 、
即
ち
事
柄
が
思
 

索
を
 
「
撃
ち
当
て
」
思
索
に
「
 関
 わ
っ
て
く
る
」
そ
の
 関
与
の
仕
方
の
翻
 転
 に
基
づ
き
、
か
つ
そ
れ
に
由
来
す
る
 と
い
う
こ
と
を
意
味
す
 

る
 。
或
る
箇
所
で
は
、
「
思
索
さ
る
べ
 き
 事
柄
自
身
が
人
 間
か
ら
 翻
転
 す
る
」
と
い
う
性
起
の
ゆ
え
に
今
日
の
人
 間
は
未
だ
そ
の
事
柄
 
へ
 

と
翻
転
 し
て
い
な
い
、
と
言
わ
れ
て
し
る
 

力
、
 

-
7
-
@
 
 

…
、
 

そ
の
 

ょ
 5
 な
言
い
方
の
内
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
思
索
 の
翻
転
 （
「
私
の
思
索
 

 
 に

お
け
る
 翻
転
 」
）
と
は
、
単
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
 が
 前
期
か
ら
後
期
 へ
翻
乾
 し
た
こ
と
を
謂
 う
 の
で
は
な
 く
 、
一
層
根
源
的
に
ほ
 

思
索
さ
る
べ
き
事
柄
へ
の
 翻
乾
 、
し
か
も
そ
の
事
柄
 自
 鼻
 の
 翻
乾
 に
呼
応
す
る
思
索
の
翻
転
を
意
味
す
る
の
で
あ
 る
 。
そ
し
て
こ
の
よ
 う
 

に
 思
索
の
翻
転
の
自
覚
を
通
し
て
経
験
さ
れ
た
事
柄
そ
の
 も
の
の
 翻
転
 こ
そ
、
か
の
転
回
に
他
な
ら
な
い
。
前
に
 引
用
し
た
「
「
 
有
 と
時
」
 

に
お
け
る
方
の
間
の
着
手
に
お
い
て
も
す
で
に
思
索
は
 、
 思
索
の
歩
み
を
転
回
に
呼
応
せ
し
め
る
 翻
転
 へ
と
呼
び
 要
 め
ら
れ
て
い
る
し
と
 

い
 う
 言
葉
は
、
上
述
の
如
き
連
関
全
体
を
言
い
表
わ
し
て
 い
る
。
 

 
 

と
有
 V
 へ
の
転
回
」
と
い
う
定
式
の
意
味
も
次
の
よ
う
に
 理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

れ
 
即
ち
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
翻
 転
を
 事
柄
そ
の
も
の
の
 翻
転
 と
し
て
よ
り
根
源
的
に
捉
え
返
し
 た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
 有
と
 

お
，
 

-
 
 
時
 」
も
コ
時
と
有
」
も
こ
こ
で
は
単
な
る
著
作
や
 そ
こ
で
思
索
さ
れ
た
思
想
を
指
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
 思
索
さ
る
べ
 き
 課
題
と
し
て
 

思
索
を
呼
び
 要
 め
る
「
事
態
」
そ
の
も
の
の
結
構
を
指
 し
て
い
る
。
ま
ず
「
 有
 と
時
」
と
は
、
有
る
も
の
に
 囚
わ
 れ
た
る
形
而
上
学
に
は
 

従
来
隠
さ
れ
て
い
た
「
事
態
」
が
、
形
而
上
学
の
地
平
 の
 内
で
最
初
に
自
ら
を
示
し
た
姿
で
あ
る
。
そ
れ
に
呼
応
 し
て
思
索
は
右
る
も
の
 

し
の
根
拠
と
て
の
 有
 と
そ
の
右
の
根
拠
と
し
て
の
時
を
超
 越
論
 的
に
問
い
求
め
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
「
時
と
 有
 」
は
、
そ
の
よ
う
に
 
15  (139) 
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上 の 年 聴 
き 

従 
と の 学 講演 」 如く、   

つ 
し有 ての 『 転 つ 
現 忠 国 主 
Ⅰ 犬 @ 臼 ロ 口 題 
世 と に 的 
弄 は お ワ @ ヒ 

を 西 ぃ 考 
究   し 

し 而 ハ て 

て 上 イ 

い 学 デ   
み 
よ 

る の ッ @ 
技 - 全 ガ   
術 ㊥ 摩 l 
に 史 は 

焦 の 転 
点 本 回 
が 質 を     
技 す 却 
術 右 の 
の の   
本 命 有 
負 運 の 
動 を 真 
向 指 性 
な す の 内 が成す へ 
命 こ の 

運 の 転   
立 与で と 

」 " は し 

が 持 て 
右 に 論 
の 「 じ 

忠 克 て 

（
 
億
 
@
 ）
 

て
い
る
。
「
転
回
は
単
に
私
の
思
索
に
か
か
わ
る
だ
け
の
 
も
の
で
は
な
い
。
」
そ
こ
で
次
に
そ
の
よ
う
な
転
回
を
 ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
転
回
 

ち
 、
思
索
は
事
態
が
自
ら
を
示
す
が
ま
ま
に
聴
取
し
つ
つ
 、
 時
を
自
己
覆
蔵
的
開
げ
 開
 げ
と
し
て
、
有
を
そ
の
 明
 げ
開
 げ
の
内
で
命
運
的
 

に
 遣
わ
さ
れ
る
現
前
性
と
し
て
、
応
答
的
に
語
る
。
 そ
 し
て
こ
の
よ
う
に
「
 有
 と
時
」
か
ら
「
時
と
有
」
へ
と
い
 う
 
「
事
態
」
の
転
回
に
 

  

 
 

呼
応
し
て
 翻
転
 し
た
思
索
、
そ
れ
が
「
 八
有
 と
時
 V
 
か
 ら
 八
時
と
有
 V
 
へ
の
転
回
の
思
索
」
で
あ
る
。
 

 
 

と
こ
ろ
で
こ
の
「
 八
有
 と
時
 V
 
か
ら
八
時
と
有
 V 
へ
の
 転
回
」
は
、
さ
し
あ
た
り
直
接
的
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 思
索
の
翻
 転
 を
も
た
 

ら
す
「
事
態
」
の
 動
 性
と
し
て
、
一
応
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 の
 思
索
の
道
に
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
も
思
わ
 れ
る
。
だ
が
し
か
し
そ
 

も
そ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
ら
の
思
索
の
道
を
、
ギ
リ
 シ
ア
 
よ
り
西
洋
の
形
而
上
学
の
全
歴
史
を
貫
ぬ
く
一
筋
の
 道
 と
し
て
理
解
し
て
お
 

（
 竹
 
㎎
 
@
 

り
、
 
従
っ
て
ま
た
彼
は
自
ら
の
思
索
の
翻
転
を
同
時
に
西
 洋
二
千
年
余
の
形
而
上
学
総
体
の
翻
 転
 と
し
て
理
解
し
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 
こ
 

ぅ
 し
た
理
解
と
軌
を
一
に
し
て
、
彼
は
「
事
態
」
そ
の
 も
の
に
お
け
る
転
回
を
広
く
西
洋
の
歴
史
全
体
に
か
か
わ
 る
 転
回
と
し
て
思
索
し
 

  

  

の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
あ
る
。
そ
こ
で
初
め
て
思
索
は
 「
事
態
」
の
自
己
告
知
の
動
き
と
一
つ
に
な
り
、
本
来
的
 

 
 

  

「
 有
 と
時
」
に
 引
転
 さ
れ
き
た
っ
た
思
索
に
対
し
て
、
 

一
 転
 、
形
而
上
学
の
地
平
を
底
に
超
え
た
と
こ
ろ
で
初
め
 て
 示
さ
れ
る
「
事
態
」
 

6
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㏄
 
@
 

そ
の
 ょ
う
 に
し
て
有
の
忘
却
と
い
う
命
運
に
後
続
す
る
 の
で
は
な
い
。
「
そ
れ
は
時
を
与
え
る
」
と
言
わ
れ
る
そ
 
の
 
「
 時
 」
は
、
相
互
に
 

 
 

働
 き
 入
り
合
う
焼
石
と
到
来
と
現
在
の
統
一
を
謂
 う
 。
 さ
 し
あ
た
り
講
演
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
現
在
的
命
運
 、
 即
ち
危
険
と
し
て
 規
 

定
 さ
れ
た
 集
 立
の
内
に
既
に
転
回
の
到
来
が
予
示
さ
れ
 て
い
る
、
と
い
う
現
在
と
到
来
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
 。
 一
 
・
危
険
の
本
質
の
内
 

  

@
 
押
 @
 

に
、
 有
の
本
質
 
門
 現
成
口
の
忘
却
が
 翻
転
 す
る
転
回
の
可
 能
 性
が
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
。
」
 

危
険
の
こ
の
 ょ
う
 な
両
義
性
は
し
か
し
本
を
た
だ
せ
ば
、
 

危
険
と
し
て
の
 集
 立
の
内
で
完
成
に
至
る
有
の
忘
却
 一
 般
の
本
質
構
造
の
内
 

に
 予
め
 下
描
 ぎ
さ
れ
て
い
る
。
既
述
の
如
く
有
の
忘
却
 と
は
、
 
有
 自
身
が
真
性
と
し
て
、
即
ち
有
る
も
の
の
木
積
 蔵
性
 と
し
て
現
成
し
な
 

が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
う
い
う
自
己
自
身
を
覆
蔵
 す
 る
と
い
う
命
運
で
あ
る
。
そ
の
 ょ
う
 に
自
己
自
身
を
自
ら
 0
 本
源
 的
 由
来
と
共
に
 

（
㏄
 
@
 

覆
蔵
す
る
有
の
真
性
を
、
以
下
簡
単
に
非
，
真
性
と
表
 記
す
る
。
右
の
忘
却
と
は
し
か
し
さ
ら
に
か
か
る
 非
 １
頁
 佳
 さ
え
も
が
必
然
的
に
 

覆
蔵
さ
れ
る
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
そ
の
 ょ
う
 な
罪
 ｜
 真
性
を
特
に
非
 ｜
 真
性
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
か
か
 る
非
｜
 真
性
と
し
て
の
   

（
 
日
 @
 

性
起
す
る
の
か
は
誰
も
知
ら
な
い
。
」
こ
の
到
来
す
る
 
命
 運
は
 、
し
か
し
、
直
線
的
に
表
象
さ
れ
た
時
間
の
流
れ
 の
中
で
未
来
に
生
じ
、
 

リ
の
 

自
ら
 

の
こ
 

ず
、
 

晩
年
 

二
 つ
 

な
有
 

ら
我
 極

限
的
形
態
と
し
て
熟
思
さ
れ
て
い
る
。
「
 
集
 立
の
本
質
 は
 危
険
で
あ
る
。
危
険
と
し
て
有
は
自
ら
の
本
質
ハ
規
 成
口
か
ら
去
っ
て
 

 
 

@
 
㏄
 -
 

の
本
質
 
ハ
 
現
成
し
の
亡
心
 
却
 の
 内
 へ
転
入
し
、
そ
の
よ
う
に
 
し
て
同
時
に
ま
た
自
ら
の
本
質
 口
 現
成
口
の
真
性
に
背
 を
 向
け
る
。
」
 
有
 

 
 

の
よ
う
な
動
性
が
逆
向
き
に
転
じ
返
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
 が
 
「
有
の
忘
却
の
 、
 有
の
真
性
の
内
へ
の
転
回
」
に
 他
 
な
ら
な
い
。
 
ま
 

@
 
㏄
）
 

こ
れ
ら
二
つ
の
 
動
 性
は
共
に
同
じ
方
自
身
の
異
な
っ
た
 「
現
成
様
式
」
、
即
ち
異
な
っ
た
命
運
で
あ
る
、
と
い
う
 

点
 に
注
目
し
ょ
う
。
 

の
 
「
時
と
有
 ヒ
の
 言
い
方
に
即
し
て
舌
口
ぇ
 ば
 、
両
者
は
 
「
そ
れ
が
有
を
与
え
る
」
一
層
根
源
的
に
は
「
そ
れ
 
が
 時
を
与
え
る
」
 

の
 異
な
っ
た
与
え
方
で
あ
る
。
「
 
時
 」
と
い
う
観
点
で
 暫
 定
 的
に
図
式
化
す
れ
ば
、
有
の
忘
却
は
現
在
的
で
あ
る
 と
 同
時
に
 既
 看
的
 

の
 命
運
で
あ
り
、
他
方
「
有
の
忘
却
の
 、
 有
の
真
性
の
内
 へ
の
転
回
」
は
将
来
的
に
到
来
す
る
有
の
命
運
で
あ
る
 。
 一
 も
し
か
し
た
 

々
は
既
に
こ
の
転
回
の
到
来
が
前
も
っ
て
投
げ
か
け
て
く
 る
 影
の
内
に
立
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
 い
つ
い
か
に
し
て
 



妻
の
閃
ぎ
で
あ
る
。
」
 

う
 

（
 
4
 
@
 
 

）
 そ
し
て
こ
の
明
 
け
 開
け
と
し
て
の
 
真
性
そ
の
も
の
か
ら
発
す
る
そ
の
自
己
照
明
（
稲
妻
の
 

閃
き
）
が
、
同
時
に
ま
 

し
て
性
起
す
る
。
転
回
に
お
い
て
有
の
本
質
Ⅰ
現
成
ロ
 の
 明
 け
開
 げ
が
忽
然
と
し
て
自
ら
を
明
 け
 開
く
。
こ
の
 忽
 然
 た
る
明
け
開
ぎ
は
 稲
 

非
｜
 真
性
の
内
に
覆
蔵
さ
れ
て
い
た
真
性
が
自
ら
を
 真
 性
 と
し
て
開
き
出
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
 
危
険
の
転
回
は
忽
然
 
と
 

  
で
は
、
 非
｜
 、
、
 

真
性
が
非
 ｜
 真
性
と
し
て
 

、
 

顕
 わ
に
な
る
と
い
 う
こ
と
、
こ
の
こ
と
自
身
は
一
体
い
か
に
し
て
可
能
で
 あ
る
の
か
。
従
来
 

移
し
入
れ
ら
れ
る
。
い
わ
ば
 
非
｜
 真
性
が
非
 ｜
 真
性
へ
 と

「
捻
転
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

非
｜
 真
性
が
非
の
蔽
い
を
取
り
除
か
れ
て
 

非
 ・
真
性
と
 
し
て
現
わ
れ
出
る
と
 
き
 、
 非
｜
 真
性
は
非
 ｜
 真
性
の
ま
ま
 に
 根
源
的
真
性
の
内
 へ
 

 
 

，
，
ァ
ダ
 

，
ソ
デ
 

ソ
 
（
㏄
 
-
 

性
 が
非
 ｜
 真
性
と
し
て
 顕
 わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
 そ
 の
こ
と
が
た
だ
ち
に
「
 非
｜
 真
性
の
、
真
性
の
内
へ
の
 転
 回
 」
な
の
で
あ
る
。
 

険
 が
危
険
と
し
て
性
起
し
、
そ
の
 ょ
う
 に
し
て
危
険
が
 
初
め
て
覆
蔵
さ
れ
ず
に
有
る
と
こ
ろ
」
、
ま
さ
に
そ
の
 ょ
 う
 な
と
 

（
Ⅰ
 

ハ
 
Ⅰ
 
く
 
）
 

到
来
を
予
見
し
語
っ
 
て
、
る
 

Ⅰ
（
 。
「
危
険
が
危
険
と
し
て
 

1
-
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有
 る
と
き
、
忘
却
の
転
回
と
と
も
に
有
の
見
護
り
が
性
起
 す
る
。
」
 

 
 

こ
ろ
に
転
回
の
 

つ
ま
り
 非
 １
頁
 

  

  

 
 

去
ら
れ
、
 

非
 １
頁
 牲
が
 全
体
と
し
て
解
消
さ
れ
る
と
い
 う
よ
う
な
、
有
の
忘
却
か
ら
の
転
回
で
は
な
い
。
講
演
で
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
 
危
 

関
連
で
示
唆
し
て
い
る
。
 

そ
う
い
う
わ
げ
で
あ
る
か
ら
、
「
右
の
忘
却
の
 
、
 有
の
真
 性
の
内
へ
の
転
回
」
と
は
、
現
在
的
 ｜
 焼
石
的
な
有
の
 亡
 
心
却
 が
背
後
に
捨
て
 

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
可
能
性
は
非
１
頁
 性
の
非
が
極
限
ま
で
行
き
尽
す
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 却
っ
て
 
一
層
高
ま
る
の
 

  

（
 
卯
 @
 

る
 。
「
思
索
は
有
の
極
限
的
な
脱
去
の
内
で
初
め
て
有
の
 本
質
Ⅰ
現
成
口
を
観
取
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
 、
そ
 5
 し
た
事
態
を
思
索
 で

あ
 

と
の
 

保
 蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
 眼
 り
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
 非
｜
 真
性
が
真
性
の
内
へ
転
回
 す
る
可
能
性
が
胚
胎
 さ
 

有
の
忘
却
が
い
わ
ば
 
非
｜
 （
真
性
）
と
な
る
ほ
ど
に
極
限
 

化
し
た
形
態
、
そ
れ
が
現
在
に
お
け
る
か
の
危
険
で
あ
 

る
 。
危
険
と
ほ
「
そ
れ
 

自
身
の
本
質
再
現
成
口
の
真
性
に
関
し
て
自
ら
を
脅
か
 

す
有
 自
身
」
を
意
味
す
る
。
，
（
 

9
-
@
 
 

し
か
し
た
と
え
 
非
｜
 真
性
が
 ど
れ
ほ
ど
極
限
化
し
よ
 

ぅ
 と
も
、
そ
れ
が
有
の
命
運
と
し
て
真
性
の
一
つ
の
 

現
 成
 様
式
で
あ
る
以
上
は
、
そ
こ
に
も
な
お
真
性
が
覆
蔵
さ
 

れ
た
ま
ま
に
現
成
し
、
 (142)  18 



瞬
祝
 は
し
か
し
同
時
に
そ
の
照
明
の
内
で
自
ら
の
 

曲
 来
の
覆
蔵
さ
れ
た
暗
闇
を
明
け
開
か
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
 

見
 護
る
。
」
 

-
5
 

-
9
 
 

）
 
そ
し
て
こ
 

れ
こ
そ
前
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
翻
 

転
 と
の
関
連
 
で
 述
べ
た
有
の
根
源
的
自
己
開
示
、
即
ち
 

密
右
 の
「
明
 
け
 開
き
つ
 っ
 蔵
す
る
」
と
 

い
う
 全
動
向
が
根
源
的
真
性
の
内
で
聞
き
出
さ
れ
る
こ
と
 

に
 他
な
ら
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
転
回
が
到
来
す
る
と
い
う
可
能
 

性
は
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
単
な
る
可
能
性
以
上
 

の
も
の
、
即
ち
必
然
 

性
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
 

ま
で
み
て
ぎ
た
事
態
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
有
史
的
思
索
の
 

視
圏
 全
体
の
内
に
置
 
き
 

移
し
つ
 ?
 
 
「
 
時
 」
と
い
う
観
点
で
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
 

究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 

転
回
に
お
い
て
「
い
つ
の
 

日
か
 」
自
ら
を
明
 
け
 開
く
有
 の
 根
源
的
真
性
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
形
而
上
学
の
歴
 

史
を
通
し
て
従
来
 

非
 

l
 真
性
の
内
に
覆
蔵
さ
れ
て
い
た
真
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
 

は
さ
ら
に
遡
れ
ば
実
は
 

、
 「
か
っ
て
」
形
而
上
学
の
駝
 

源
に
お
 

，
，
，
 

。
い
て
へ
 う
ク
レ
 

 
 

イ
ト
ス
や
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
思
索
に
自
ら
を
ま
さ
し
く
 

、
ム
 
㌧
も
 

Q
n
 

へ
良
 
と
し
て
、
乃
至
は
 
ミ
 ぐ
 0
 
や
⑧
 ミ
 の
と
し
て
 
始
源
的
に
明
 
け
 開
い
た
 

「
始
源
的
真
性
」
な
の
で
あ
る
。
始
源
と
は
右
の
一
切
の
 

自
己
開
示
の
原
初
を
な
す
根
源
的
自
己
開
示
そ
の
も
の
を
 

意
味
す
る
。
し
か
る
に
 

ギ
ソ
 

お
 
目
転
 
こ
の
始
源
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
「
形
而
上
学
の
け
れ
、
そ
し
て
そ
れ
以
来
形
而
上
学
は
終
始
「
始
源
る
（
 

n
w
 

。
 
-
 

 
 

 
 

 
 

@
@
 
ヘ
鍍
 

@
 
）
 

ゼ
源
 お
よ
び
始
源
的
真
性
は
決
し
て
単
に
背
後
に
さ
 

れ
 過
去
に
消
え
失
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
而
上
学
 

が
 絶
え
ず
そ
こ
か
ら
 

雑
 行
 的
 

行
れ
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
既
に
有
る
も
 

 
 

形
而
上
学
の
本
質
の
内
で
、
 

非
｜
 真
性
の
内
で
自
ら
を
 

覆
 

の
 （
 
年
い
 
の
の
の
毛
の
の
の
 

コ
 
の
・
隼
ド
の
の
の
毛
の
の
の
二
ロ
 

0
 
）
」
、
即
ち
 

一
切
の
現
成
す
る
も
の
を
 

予
 

蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
 

め
 自
ら
の
内
に
集
摂
す
る
と
い
う
仕
方
で
既
に
現
成
せ
る
 

 
 

こ
の
よ
う
な
 
既
有
 的
な
 19  (143) 

 
 

に
し
た
が
え
ば
、
 
瞬
視
 で
あ
る
。
 
瞬
 視
の
内
で
か
つ
 瞬
視
 と
し
て
宥
の
し
木
質
 
ロ
 現
成
し
は
自
己
固
有
の
照
明
 の
内
 へ
入
来
す
る
。
 

  

 
 

た
非
｜
 真
性
の
非
を
照
破
し
っ
 っ
非
｜
 
真
性
を
非
１
頁
 性
 と
し
て
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。
「
 
八
 稲
妻
の
閃
き
Ⅴ
 と

は
、
そ
の
 話
と
 事
柄
 



こ
う
し
た
事
態
は
形
而
上
学
が
な
お
そ
の
威
を
振
っ
て
 い
 る
 現
在
、
し
か
も
形
而
上
学
が
完
成
に
至
り
 非
｜
 真
性
 が
 極
限
化
し
て
い
る
 

現
在
、
そ
う
い
う
現
在
に
あ
っ
て
は
さ
し
あ
た
り
覆
蔵
 さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
 、
「
形
而
上
学
の
完
成
」
 

と
は
同
時
に
「
形
而
上
学
の
諸
々
の
本
質
可
能
性
が
 汲
 み
 尽
さ
れ
る
歴
史
的
瞬
間
」
と
い
う
意
味
で
の
「
形
而
上
 学
の
終
末
」
に
 他
 な
ら
 

 
 

「
始
源
か
ら
の
雑
行
」
が
も
は
や
こ
れ
以
上
の
離
 行
 可
能
 性
を
保
持
し
て
い
な
い
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
限
り
、
今
や
 始
源
へ
形
而
上
学
が
そ
 の 始
源
へ
、
即
ち
 非
｜
 

真
性
が
始
源
的
真
性
の
内
へ
差
し
戻
さ
れ
る
の
は
可
能
 で
あ
る
と
同
時
に
必
然
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
ま
た
そ
 う
 い
 う
 仕
方
で
、
従
来
 形
 

@
 
℡
）
 

面
上
学
の
内
で
覆
蔵
さ
れ
て
い
た
始
源
的
真
性
が
い
つ
 0
 日
 か
 「
も
 う
 一
度
」
、
た
だ
し
一
層
始
源
的
に
現
成
す
 る
 可
能
性
が
 、
始
 

源
 が
形
而
上
学
の
始
源
と
は
別
の
始
源
と
し
て
将
来
的
 に
 到
来
す
る
可
能
性
が
 、
 開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 こ
 の
 「
別
の
始
源
」
の
 
到
 

来
 は
し
か
し
あ
く
ま
で
焼
石
的
な
る
「
最
初
の
始
源
」
 そ
の
も
の
か
ら
、
そ
の
始
源
自
身
の
再
来
と
し
て
到
来
す
 る
の
で
あ
る
。
即
ち
 

「
既
に
有
る
も
の
の
到
来
」
乃
至
「
焼
石
の
 尹
来
 

」
は
じ
 

i
 
 で
あ
 る
 。
「
始
源
的
な
も
の
は
一
切
の
到
来
す
る
も
の
に
 先
 ん
じ
て
性
起
し
、
そ
れ
 

（
Ⅲ
 
-
 

ゆ
え
、
未
だ
秘
匿
さ
れ
て
は
 い
 る
が
、
純
粋
な
到
来
と
 し
て
歴
史
的
人
間
の
も
と
に
到
来
す
る
。
」
 

こ
の
到
来
が
「
有
の
亡
心
 
却
の
、
 有
の
真
性
の
内
へ
の
転
回
 」
の
到
来
で
あ
る
。
転
回
は
、
 日
 哲
学
へ
の
寄
与
 b
 の
 表
現
を
以
て
舌
ロ
え
ば
、
 

「
最
初
の
始
源
と
別
の
始
源
相
互
の
八
働
き
合
い
 
V
 」
の
 内
で
「
忽
然
と
し
て
」
、
即
ち
前
後
継
起
的
連
続
性
を
絶
 っ
て
性
起
す
る
。
こ
の
 

「
働
き
合
い
」
は
晩
年
の
日
時
と
有
 ヒ
 に
お
い
て
は
「
 既
 有
は
自
ら
を
将
来
に
届
け
る
」
、
逆
に
 @ え
ば
「
到
来
は
 既
有
 を
届
 け
 焼
石
を
も
 

-
 
Ⅲ
）
 

た
ら
す
」
と
い
う
焼
石
と
将
来
的
到
来
の
「
働
き
合
い
」
 と
し
て
一
層
根
源
的
に
思
索
さ
れ
て
い
る
。
 ぃ
 づ
れ
に
 せ
 よ
 か
か
る
「
働
き
合
 

摂
し
つ
つ
 
保
 蔵
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
仕
方
で
そ
の
 始
 源
 自
身
が
将
来
的
で
あ
る
。
「
始
源
は
そ
の
始
源
性
に
 ょ っ

て
自
ら
に
後
続
す
る
の
 

 
 

@
 
Ⅲ
 @
 

一
切
を
追
い
越
し
そ
の
よ
う
に
し
て
将
来
的
で
あ
る
。
」
 

（
Ⅳ
 
@
 

る
も
の
と
し
て
始
源
 は
 
一
切
の
到
来
を
 、
 従
っ
て
ま
た
 か
の
転
回
の
到
来
を
も
「
既
に
有
る
も
の
の
到
来
」
と
し
 て
 予
め
自
ら
の
内
に
集
 
0
 

 
 



て
 神
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
の
セ
ウ
ス
が
、
ま
た
 

へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
の
ア
ポ
ロ
ン
が
そ
う
で
あ
っ
た
 

如
く
 、
 何
よ
り
も
稲
妻
 2
 

歴
史
の
始
源
の
既
有
性
の
内
に
予
め
 

保
 蔵
さ
れ
て
 

ぃ
 
」
ゆ
え
に
、
転
回
の
到
来
は
単
に
未
来
に
仮
想
さ
 

れ
た
可
能
性
で
は
な
く
 

い
る
到
来
と
し
て
、
現
在
に
お
け
る
必
然
的
な
可
能
性
な
 

の
で
あ
る
。
 

転
回
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
１
時
 

的
 構
造
連
関
に
呼
応
 

す
べ
く
、
 

ハ
ガ
 ー
の
「
転
回
の
思
索
」
は
右
史
的
 

思
索
、
換
言
す
れ
ば
 

「
回
思
的
 

、
、
 
先
思
 
@
 
」
と
し
う
姿
勢
を
と
る
 

。
 
穏
 
-
 ・
。
 即ち
彼
は
現
在
 

に
お
け
る
有
の
命
運
（
実
正
）
を
「
形
而
上
学
の
終
末
 

」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
ま
ず
「
形
而
上
学
の
始
源
」
へ
、
 

既
有
 
的
な
有
の
命
運
へ
と
思
索
を
回
ら
し
、
さ
ら
に
そ
 

れ
を
通
じ
て
「
別
の
始
 

源
 」
へ
、
転
回
と
い
う
将
来
的
な
有
の
命
運
の
到
来
へ
 

と
 先
駆
的
に
思
索
し
入
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
し
て
 

彼
 は
 転
回
の
到
来
に
準
備
 

を
 整
え
、
そ
れ
を
「
 

待
つ
 
@
 
Ⅱ
 
。
 
」
。
 

@
 

の
は
、
彼
が
自
ら
の
思
索
の
翻
 

乾
 に
お
い
て
転
回
を
「
 

八
 有
 と
時
 
V
 か
ら
八
時
と
 

有
 
V
 へ
の
転
回
」
と
し
て
先
取
的
に
経
験
し
て
い
る
か
 

ら
こ
そ
で
あ
る
。
 

最
後
に
転
回
と
の
関
連
で
神
の
問
題
に
舌
口
 

及
 し
て
お
こ
 

ぅ
 0
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
神
を
語
る
の
は
、
単
に
彼
が
 

へ
ル
 
ダ
ー
リ
ン
や
ギ
 

り
シ
 

ア
 人
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
転
回
に
お
 

い
て
再
帰
的
に
到
来
す
る
「
始
源
的
な
も
の
」
に
神
も
 

ま
た
属
し
て
い
る
か
ら
 

 
 

で
あ
る
。
か
つ
て
ギ
リ
シ
ア
人
に
現
前
し
た
「
焼
石
的
な
 

そ
う
い
う
仕
方
 

 
 

 
 

で
 「
自
ら
を
脱
け
去
ら
し
め
」
 

一
 
1
 
逃
げ
去
る
」
。
、
 

-
,
 

l
i
 
 

）
 も
は
や
 

 
 

神
 的
な
る
神
は
な
く
、
 

の
 
「
 
有
 ・
 
神
 論
的
構
造
」
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手
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の
始
源
的
真
性
か
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発
す
る
か
の
 
「
稲
妻
」
を
人
間
に
撃
ち
当
て
る
者
で
あ
る
。
 

ヘ
 
。
）
 
i
@
 
 

0
 そ
の
よ
 う
 な
者
と
し
て
神
は
 、
転
 

 
 

回
に
お
い
て
有
の
真
性
が
有
る
も
の
を
訪
れ
る
と
き
に
 開
か
れ
る
世
界
、
即
ち
「
四
一
 界
 」
に
属
し
て
い
る
の
で
 あ
る
。
 

現
代
と
い
う
神
無
 き
 
「
世
界
の
夜
」
に
あ
っ
て
 
、
 7
i
.
@
,
 

「
 タ
 の
国
」
と
し
て
の
西
洋
の
歴
史
全
体
が
転
回
す
る
「
別
の
 夜
明
け
」
を
待
つ
 ハ
 

@
 
㎝
 @
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
、
一
面
で
は
西
洋
哲
学
の
伝
統
 を
 越
え
出
て
「
西
洋
と
東
洋
の
彼
方
」
を
指
向
し
、
実
際
 仏
教
と
相
通
じ
る
独
自
 

の
境
 位
 な
拓
き
 出
し
つ
つ
も
、
し
か
し
ど
こ
ま
で
も
歴
史
 の
 内
で
歴
史
を
問
い
神
を
語
る
と
い
う
点
で
は
徹
底
的
 に
 西
洋
的
な
思
索
者
で
 

あ
り
続
け
る
。
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
る
の
が
転
回
の
 思
想
で
あ
る
。
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）
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の
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 ・
「
手
許
に
有
る
こ
と
（
 
N
 三
こ
コ
 年
の
 
コ
 の
の
 
@
 
口
 ）
の
と
ぎ
的
解
釈
は
す
で
に
の
 タ
 
の
 
ト
び
 
）
 
良
 ひ
の
で
試
み
 ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

（
 
笏
 ）
 せ
ゆ
 -
.
 
の
 
N
.
 の
・
 
P
 の
 、
 ㏄
 ぃ
 ㏄
 

（
 
怨
 ）
の
 田
ノ
び
 り
㏄
 
0
.
 せ
幅
レ
 

・
の
 N
-
 け
 
㏄
の
・
ハ
イ
 ヨ
ア
 
ッ
 ガ
 ー
に
 
と
っ
て
「
主
観
」
か
ら
の
出
発
と
は
、
主
観
を
自
明
の
前
提
と
 し
て
そ
こ
か
ら
「
一
面
的
 

憾
 

に
 主
観
主
義
的
に
」
問
を
立
て
る
こ
と
で
は
な
く
（
セ
性
・
の
 
り
 。
 ぴ
め
 0
.
 の
 
N
.
 の
 
N
 さ
 、
む
し
ろ
主
観
が
客
観
（
有
る
も
の
）
 

に
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わ
る
た
め
の
 根
 

拠
 と
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の
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の
理
解
乃
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は
超
越
を
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、
「
主
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の
 右
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「
主
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主
観
性
」
を
問
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す
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い
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で
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る
 （
 
せ
住
 ・
 メ
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 ミ
 ・
 の
 

ロ
 
の
の
一
ミ
 
目
 。
 中
お
 ）
。
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ゆ
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括
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燵
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ム
志
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し
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デ
け
 
㏄
き
し
ま
・
こ
の
 
ょ
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経
験
の
最
初
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明
は
一
九
三
五
年
の
「
芸
術
作
品
の
根
源
」
及
び
「
 形
而
 
上
半
入
門
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 で
あ
り
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こ
で
は
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け
 開
け
と
覆
蔵
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赤
口
（
の
Ⅱ
 

目
コ
 
㎏
の
 
コ
ぃ
岸
 二
三
口
の
串
 
@
 
コ
 の
し
 げ
オ
 （
Ⅰ
コ
田
丹
下
 し
臣
 ，
（
 勺
 Ⅱ
 ゆ
 コ
 カ
 Ⅰ
 
偉
 Ⅰ
円
い
 
旨
 @
 さ
ま
 0
 「
 
@
0
 
本
（
 
0
 の
（
の
「
 

ヨ
が
コ
ダ
ト
 
ま
 し
ロ
 以
下
由
江
と
略
記
 
デ
 
し
 
"
"
 

（
℡
）
こ
の
始
源
へ
の
遠
隔
と
い
う
こ
と
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 解
釈
の
一
つ
の
根
本
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
 

（
Ⅲ
）
 茗
 Ⅰ
・
の
 ト
 ㏄
 ぃ
 

（
℡
）
 ロ
の
 
・
の
・
 
P
 
の
 丹
 
（
 

（
Ⅷ
）
 之
 Ⅰ
・
の
・
 
A
 の
）
 

（
 
W
 ）
 O
.
 リ
ウ
 
の
抽
の
（
の
「
・
。
・
 

p
.
O
.
.
 

の
・
）
 

A
A
 

（
㎜
）
 く
咄
 ・
の
 
ロ
 ・
四
ト
 ケ
ふ
 ・
 
ニ
一
チ
ヱ
講
 議
を
中
心
と
す
 る
 有
史
的
思
索
が
「
形
而
上
学
の
終
末
」
「
最
初
の
始
源
」
「
 
別
 の
 始
源
」
と
い
う
形
で
問
 

題
 但
し
て
い
た
歴
史
、
そ
の
歴
史
を
そ
の
根
源
た
る
「
そ
れ
は
 時
を
与
え
る
」
と
い
う
一
点
へ
向
け
て
熟
思
し
て
い
る
の
が
 
円
 
時
と
有
 ヒ
 で
あ
る
。
 

（
㎜
）
ン
ト
 
軋
 ・
の
ハ
 
イ
 
・
の
・
）
Ⅰ
の
Ⅱ
 

"
W
 
Ⅰ
 
乙
 Ⅰ
 ト
の
っ
 

（
Ⅲ
）
せ
性
・
 づ
パ
，
の
 
・
 N
N
.
&
0
 

（
Ⅲ
Ⅲ
）
 
り
 
4
%
.
 

の
・
㏄
の
 

（
Ⅲ
）
 せ
幅
 
）
・
 
H
 
Ⅱ
二
 
m
.
A
 
Ⅰ
 l
 の
の
・
 
ヴ
 の
の
・
 

握
 m
.
 の
 
い
 

（
Ⅲ
）
 せ
 Ⅰ
（
 
，
毛
 ゴ
ロ
，
 
卯
 Ⅱ
一
年
季
・
 
ぴ
 q
0
.
 

㏄
切
っ
 

（
Ⅲ
）
く
性
・
乞
ロ
・
卯
の
の
 

ト
オ
 
@
%
 安
 -
 の
の
 &
 、
 N
&
 
の
 @
 せ
卜
，
の
 ト
 
㏄
㏄
 

（
Ⅲ
）
セ
ン
・
の
・
 
P
 
の
の
 

 
 

（
Ⅲ
）
 0
,
 ㌧
 ぴ
帳
仮
 

の
す
「
・
 

p
,
p
.
O
.
.
 

の
・
 

P
A
A
.
N
 

の
 A
.
 

「
最
後
の
 

神
 」
の
「
最
後
の
（
 -
 
の
 *
N
 
拝
 ）
」
は
お
そ
ら
く
「
有
の
終
末
 ぬ
 世
に
お
け
る
 一
 終
末
 

盆
ぷ
 b
F
T
o
 

で
）
」
を
指
示
し
て
お
り
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
は
「
論
（
 

）
 
へ
 
「
 
0
 
③
」
即
ち
 集
摂
 と
い
う
意
味
と
の
関
連
を
も
っ
て
い
る
 

（
 
セ
め
 
-
.
 
ロ
メ
 

ミ
 。
 の
 

㏄
 
申
 P
@
 
ヒ
く
 
ナ
ロ
 
，
の
 
・
の
Ⅱ
）
。
 

（
Ⅲ
）
 ま
 「
ナ
ロ
・
の
，
 

N
A
 

の
 

（
 田
 ）
 せ
性
 ・
ビ
バ
・
の
・
 

A
 紀
 ・
 @
 名
目
・
の
・
）
の
 

N
.
 

）
の
の
，
 

ひ
お
 @
 づ
下
，
の
め
Ⅱ
㏄
 

@
 下
臣
，
の
㏄
 ト
つ
 
@
 乞
い
 の
 卜
 Ⅱ
の
 
@
 之
 Ⅰ
・
の
・
 

の
の
ト
 
@
 口
 ・
（
（
 

而
由
 
Ⅰ
 
u
 
り
 
@
 
一
血
コ
 

m
 一
 
n
@
l
,
 

Ⅰ
 
り
 
「
 



た
だ
し
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
。
 
ン
 に
お
け
る
体
験
の
内
容
 
を
 明
ら
か
に
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
作
業
で
は
な
い
 

。
そ
の
特
殊
性
が
内
 3
 

で
は
、
そ
 う
 い
っ
た
構
造
を
持
つ
イ
ニ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
 お
い
て
、
個
々
の
人
間
は
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
体
験
 を
 持
つ
の
で
あ
ろ
う
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

か
 。
ま
た
、
新
た
な
集
団
の
構
成
員
と
し
て
の
自
覚
は
ど
 こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
 た
 ろ
 う
か
 。
 

のさはんすく 体ね 、 らる な特 
験 る ヱ か 構 い 定 
な 。 り の 造 。 の イ 

め そ ァ 試 を ィ 集 
  

で れ l 練 晃 ニ 団 は 一シ 
山 エ   ll ム百 内圧 @ 
の シ とな てい 移行する る 。 、 コン 

た よ の つ の る 

集 う 期 ま 形 た 
特ヨ 講 
を ン めに 団か r プ - 、 間を り、 態は 

は、そ 分 らの 生命の 経て、 新たに 多様性 

例 とし と圧伜 

離 死 新 案 を の 
て験 

は と た 田 恭 菜 
吉 男 な に す 団 
ぃ 生 集 加 が の 
自 の 団 ね 、 認 
己 過 は ろ ヴ め 

の 程 結 う ァ る 
死、 に 合 と ン イ す でな あ ぞ再るジシ （ 

りら 、 え 統個ユエ 合人 ネ l 
斬 ら ） は ッ シ 

し れ さ 、 プ ョ 

いてれそに 集 " て れ よ ン の 
団 死 い ま っ 過 
へ と く で て 程 

島 

の 男 わ 尾 指 を 
結 生 げ し 捕 縄 
合 の で て さ な 田 
は シ あ @ い れ ば 

ンボ 新し る 。 ①たたれ 集ょば 
い り し 囲 う な 裕   
と に っ 介 そ い 

し よ て 離 こ 場 
て っ そ さ に 合 

巳   
生 、 現 程 な 通 な 



を
 語
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
 彼
 ろ
 は
イ
ニ
シ
ニ
ー
シ
ョ
ン
の
失
敗
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
、
自
己
の
立
場
の
 

 
 

正
当
性
を
暗
に
表
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
 何
 が
 起
こ
ら
な
か
っ
た
か
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
い
っ
た
困
難
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
イ
ニ
シ
 ヱ
 
シ
，
ソ
 に
成
功
し
た
人
間
の
証
舌
口
と
、
失
敗
し
た
人
 
間
の
証
言
と
を
比
較
 

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、
比
較
の
基
準
と
し
て
 考
え
ら
れ
る
の
が
、
観
察
者
自
ら
の
イ
ニ
シ
ュ
ー
シ
，
 ン
 で
の
体
験
で
あ
る
。
 観
 

察
 者
は
、
い
わ
ゆ
る
参
与
観
察
に
よ
っ
て
 、
 自
ら
 4
%
 シ
ェ
ー
シ
ョ
 ソ
 に
参
加
し
、
そ
こ
で
の
体
験
を
記
述
し
な
 け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 記
 

述
の
対
象
と
な
る
の
は
、
他
の
参
加
者
の
態
度
の
変
化
 ば
か
り
で
は
な
い
。
観
察
者
自
ら
の
内
面
的
な
変
化
に
つ
 い
て
の
観
察
が
大
き
な
 

 
 

一
 シ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
成
功
し
た
人
間
の
証
舌
ロ
 
と
 失
敗
し
た
 人
間
の
証
言
を
比
較
す
 

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
イ
ニ
シ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
成
否
を
決
定
 す
る
要
因
を
見
い
出
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
全
体
的
な
構
 造
を
明
ら
か
に
し
 ぅ
る
 

は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
は
イ
ニ
シ
ュ
ー
シ
ョ
 ソ
 で
 の
 体
験
の
側
か
ら
、
そ
の
構
造
を
探
ろ
 う
 と
す
る
試
み
 な
の
で
あ
る
。
 

容
の
把
握
を
困
難
に
し
て
い
る
。
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
 ソ
 の
 過
程
は
そ
の
性
格
上
、
イ
ニ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
経
な
い
 人
間
に
は
秘
儀
と
し
て
 

3
2
 

隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
イ
ニ
シ
ェ
ー
 シ
 ョ
ン
 に
成
功
し
、
集
団
と
の
一
体
感
を
強
め
、
そ
の
理
念
 を
 内
面
化
し
て
い
る
者
㈲
 

 
 
 
 

ほ
ど
、
イ
ェ
シ
ュ
ー
シ
，
 

ソ
 0
 具
体
的
な
内
容
を
公
に
す
 る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
断
片
的
な
 事
実
や
比
 楡
 的
な
説
明
 

し
か
引
き
出
せ
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
イ
ニ
シ
 ヱ
｜
 シ
ョ
ソ
 の
体
験
を
語
る
こ
と
は
、
そ
の
集
団
の
理
念
を
語
 る
こ
と
に
等
し
い
の
で
 

あ
る
。
彼
ら
は
、
集
団
に
お
い
て
定
型
化
・
定
式
化
さ
 れ
た
解
釈
の
図
式
に
し
た
が
っ
て
体
験
を
語
る
。
つ
ま
り
 、
 彼
ら
は
イ
ニ
シ
 
ヱ
｜
 

 
 

シ
 。
 ン
 の
中
で
何
が
起
こ
っ
た
力
を
語
つ
て
し
る
の
で
は
，
 

、
ハ
、
 
。
 
な
く
、
何
が
起
こ
る
べ
き
か
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ニ
シ
ュ
ー
 シ
 。
 ン
 に
成
功
せ
ず
、
 
集
 団
の
構
成
員
と
な
ら
な
か
っ
た
者
の
証
言
の
方
が
豊
富
 で
あ
る
。
し
か
し
、
 

彼
ら
の
証
言
も
ま
た
何
が
起
こ
っ
た
力
を
語
る
も
の
で
 

@
 、
ぃ
 

。
 は
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
な
ぜ
自
分
が
集
団
の
構
成
 具
 に
な
ら
な
か
っ
た
か
 



イニシューション と 体験 

（
 
只
 
@
 
）
 

3
 
、
 

に
も
従
事
し
、
構
成
員
の
数
は
千
名
を
越
え
て
い
た
。
 筆
 者
が
山
岸
会
と
最
初
に
接
触
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
 つ
 ヰ
ハ
 

-
 
し
 。
 

し
た
。
山
岸
会
の
共
同
体
も
、
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
 全
 国
 二
一
 0 
ケ
 
所
以
上
設
げ
ら
れ
、
養
鶏
以
外
に
も
大
都
 市
部
で
は
建
設
業
な
ど
 

 
 

  

れ
る
と
、
山
岸
会
は
日
本
の
コ
ミ
ュ
ー
 ソ
 

と
し
て
再
発
 

見
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
十
代
二
十
代
の
青
年
層
が
参
 

如
 し
、
運
動
は
積
極
化
 
衿
 

 
  

 

（
 7
1
-
 

 
 

期 般   出 に こ 

、 岸 た る の 阿 を 山 指 斥 特 こ 

で
 イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
的
な
何
と
し
て
と
り
あ
げ
 る
の
は
、
山
岸
会
の
主
催
す
る
ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
特
別
 講
 ヨ
研
 鎖
金
 
二
 

講
 と
略
称
さ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
 う
 ）
で
 あ
る
。
 

会
は
理
想
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
運
動
体
と
し
て
一
九
 五
三
年
、
京
都
府
下
で
結
成
さ
れ
た
。
山
岸
会
の
名
称
 は
 、
会
発
足
 当
 

導
 的
立
場
に
あ
っ
た
山
岸
目
代
 蔵
 
（
一
九
 0
 
一
｜
 一
九
 %
 八
一
）
に
由
来
す
る
が
、
山
岸
会
の
初
期
の
活
動
は
山
岸
 目
代
蔵
の
考
案
 

（
 
4
 
Ⅰ
 
@
 

岸
 犬
養
鶏
法
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
農
家
の
生
活
を
改
 乾
 目
し
、
同
時
に
、
そ
の
養
鶏
法
の
根
底
に
あ
る
精
神
に
の
 っ
 と
っ
て
理
想
 

（
 
二
り
 

-
 

実
現
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
 は
 農
民
の
生
活
改
良
運
動
的
な
色
彩
が
濃
か
っ
た
が
、
 一
 九
五
八
年
に
三
 

由
郎
伊
賀
町
の
通
称
春
日
（
 山
 ）
に
、
百
万
羽
科
学
工
 業
 養
鶏
株
式
会
社
と
称
す
る
共
同
体
の
建
設
が
始
ま
っ
た
 頃
か
ら
、
理
想
 

モ
デ
ル
を
志
向
す
る
共
同
体
の
運
動
へ
と
変
化
し
て
い
っ
 た
 。
同
時
に
、
運
動
の
急
速
な
拡
大
を
目
指
し
て
、
 

特
 講
へ
 国
会
議
員
 

と
い
う
計
画
を
含
ん
だ
「
急
進
拡
大
運
動
」
を
展
開
し
 た
が
、
結
果
は
、
新
聞
紙
上
に
も
大
々
的
に
報
道
さ
れ
て
 世
間
の
注
目
を
 

@
6
-
 

「
山
岸
会
事
件
」
を
起
こ
し
、
狂
信
者
集
団
の
印
象
を
残
 し
て
運
動
は
停
滞
し
た
。
 

会
の
連
動
が
再
び
活
発
化
し
て
、
社
会
的
に
注
目
を
集
 め
る
の
 ほ
 、
一
九
六
 0
 年
代
終
わ
り
か
ら
 セ
 0
 年
代
中
頃
 に
か
け
て
の
時
 

ア
メ
リ
カ
か
ら
対
抗
文
化
運
動
と
と
も
に
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
 」
と
い
う
こ
と
は
が
理
想
的
な
小
共
同
体
を
指
す
も
の
 と
し
て
伝
え
 ろ
 

一
 、
山
岸
会
と
特
 講
 



侍
講
を
受
講
す
る
以
前
の
八
 私
 Ⅴ
は
、
 侍
 講
 に
 関
し
て
 若
干
の
予
備
知
識
を
得
て
い
た
。
水
津
に
よ
る
受
講
記
録
 を
 読
み
、
 侍
 講
 の
テ
 

二
 、
怒
り
研
 錬
 

入
仏
 V
 の
場
合
 

そ
れ
を
他
の
特
講
の
受
講
記
録
と
比
較
し
て
い
 

証
言
で
資
料
と
な
り
う
る
も
の
は
少
な
い
。
し
 

 
 

は
な
ら
な
か
っ
た
人
間
の
受
講
記
録
に
は
、
水
 

く
わ
け
だ
が
、
山
岸
会
の
共
同
体
の
構
成
員
と
な
っ
た
 人
間
の
特
講
の
内
容
に
つ
い
て
の
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

た
が
っ
て
 、
 
「
ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
の
本
質
を
探
る
第
五
回
 

研
鎮
 を
め
ぐ
っ
て
（
 I
 ）
」
 

夜
明
 げ
に
 参
タ
 
U
 
@
2
@
l
 
 

し
て
」
 

の
一
一
つ
の
座
談
会
の
記
録
は
生
貝
 

重
 で
あ
る
。
共
同
体
の
構
成
員
と
 

（
Ⅱ
 
M
@
 

浮
薄
 雄
 、
宇
佐
美
 承
 、
手
塚
信
吉
、
牧
野
紀
之
に
 よ
 る
 も
の
な
ど
が
あ
る
。
 

に
あ
た
っ
て
は
、
記
述
の
便
宜
上
、
筆
者
を
八
 私
 V
 と
表
 記
す
る
こ
と
に
す
る
。
 

山
岸
会
に
と
っ
て
の
侍
講
の
重
要
性
は
、
ま
ず
第
一
に
 、
 侍
 講
を
受
講
す
る
こ
と
が
山
岸
会
の
会
員
に
な
る
た
め
 の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
 

 
  

 

資
格
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
山
岸
会
の
 共
同
生
活
体
で
あ
る
ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
生
活
実
 顔
地
 に
加
わ
 
っ
て
生
活
を
と
も
に
す
の
  

 
 
 
 
 

る
た
め
に
も
侍
講
の
受
講
は
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
て
 
る
 。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
生
一
度
し
か
受
講
で
き
な
 い
と
さ
れ
る
 特
 諸
を
 山
 

岸
 会
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
 き
 る
わ
け
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
第
一
回
目
の
 侍
 講
 が
 開
か
れ
た
の
は
、
一
九
 五
六
年
一
月
十
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
場
所
は
 、
京
 都
府
乙
訓
郡
長
岡
町
 

（
現
在
の
長
岡
京
市
）
粟
生
の
光
明
寺
で
、
参
加
者
は
 一
 五
 0
 人
前
後
で
あ
っ
た
。
以
来
、
山
岸
会
事
件
の
あ
と
 一
時
中
断
さ
れ
た
期
間
 

を
 除
い
て
、
現
在
ま
で
定
期
的
に
開
か
れ
、
そ
の
回
数
 は
 千
回
を
越
え
て
い
る
。
筆
者
が
受
講
し
た
当
時
、
特
 講
 は
 全
国
数
 ケ
 所
で
開
催
 

筆
者
が
参
加
し
た
の
は
、
栃
木
県
日
光
 市
 に
あ
っ
た
山
岸
会
日
光
会
館
で
の
 侍
 講
で
あ
っ
た
。
 
期
間
は
一
九
七
五
年
七
 

@
 
田
 @
 

月
 二
十
五
日
か
ら
の
一
週
間
で
、
終
了
後
自
由
参
加
の
 補
講
が
一
日
あ
っ
た
。
以
下
、
ま
ず
筆
者
の
参
与
観
察
に
 よ
 る
体
験
を
記
述
し
 、
 



イニシエーションと 体験 

（
 
ィ
 ）
ど
ん
な
場
合
も
腹
の
立
た
な
い
人
で
あ
る
こ
と
。
 

（
 口
 ）
震
位
に
立
つ
こ
と
 

ぬ
位
、
家
柄
、
 旧
 歴
、
名
誉
、
学
歴
、
知
識
、
経
験
、
感
 情
 
（
怒
り
も
含
め
て
）
、
思
想
、
風
習
、
職
業
、
家
、
 
妻
子
、
我
、
時
間
、
 

生
命
等
に
執
着
す
る
心
を
放
ち
（
一
応
棚
上
げ
し
て
）
 零
 の
 身
軽
さ
に
立
っ
て
物
事
を
見
、
考
え
、
究
明
（
 研
鎮
 ）
理
解
す
る
。
 

（
 ハ
 ）
自
他
一
体
の
理
を
研
 鎖
 し
、
 

（
二
）
 
研
錯
 は
す
べ
て
の
考
え
方
の
基
本
で
あ
り
、
 す
 ・
 
べ
 て
の
実
行
の
基
で
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
考
 し
、
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キ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
る
 
日
 ヤ
マ
ギ
 シ
ズ
ム
 社
会
の
実
態
 

@
4
-
l
 

ヒ
 に
も
目
を
通
し
て
い
た
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
一
般
に
 

は
 市
販
さ
れ
て
い
な
い
 

た
め
に
、
受
講
以
前
に
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
 

場
 合
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
 

入
仏
 V
 の
参
加
し
た
侍
講
に
は
他
に
十
名
が
参
加
し
て
 

い
た
。
山
岸
会
の
側
か
ら
は
世
話
 

保
 と
し
て
五
名
が
加
わ
 
っ
た
 。
受
講
者
は
男
 

六
名
、
女
五
名
、
世
話
 
係
は
 友
一
名
の
他
は
す
べ
て
 
男
 ・
だ
っ
た
。
年
齢
は
 

、
 受
講
者
が
十
七
歳
 

、
，
 

，
、
（
 

ヵ
ら
 二
十
七
歳
 

5
-
1
 

世
話
 係
 が
二
十
歳
か
ら
 

三
十
一
歳
ま
で
で
あ
っ
た
。
夏
期
休
暇
中
と
い
う
こ
と
 

も
あ
っ
て
、
受
講
者
の
大
半
は
学
生
と
教
員
で
あ
っ
た
。
 

受
講
以
前
か
ら
面
識
が
 

あ
っ
た
の
は
二
組
四
人
の
受
講
者
だ
け
で
、
あ
と
は
 

初
 対
面
で
あ
っ
た
。
入
仏
 
V
 に
と
っ
て
知
り
合
い
は
一
人
も
 

な
か
っ
た
。
 

こ
の
受
講
者
と
世
話
 
係
 を
あ
わ
せ
た
十
六
名
が
一
週
間
の
 

間
 、
会
場
に
あ
て
ら
れ
た
三
十
 
畳
 ほ
ど
の
部
屋
で
寝
食
 
を
と
も
に
す
る
こ
と
 

と
な
っ
た
。
一
週
間
の
間
、
受
講
者
た
ち
は
テ
レ
ビ
・
 

-
 
フ
 ジ
オ
・
新
聞
・
雑
誌
・
 
本
 等
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
 
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
。
 

酒
も
禁
止
さ
れ
た
が
、
煙
草
は
自
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
 

、
参
加
者
以
外
の
人
間
と
接
触
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
 

な
く
、
会
場
の
外
に
出
 

た
の
は
全
員
で
二
度
ほ
ど
短
 
い
 散
歩
に
出
た
時
だ
け
で
 
あ
っ
た
。
受
講
中
は
、
途
中
参
加
・
途
中
退
場
は
認
め
ら
 

れ
ず
、
短
 い
 休
憩
時
間
 

を
の
ぞ
け
ば
受
講
者
の
自
由
に
な
る
時
間
は
な
か
っ
た
。
 

会
場
の
壁
に
は
「
特
別
講
習
所
鎖
金
目
標
し
と
い
う
 

幕
 が
は
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
 



（
 ホ
 ）
自
他
一
体
で
繁
栄
し
ょ
う
と
い
う
理
論
、
方
法
、
 実
行
は
ど
 う
 だ
ろ
う
か
と
 研
鎮
 す
る
。
 

受
講
者
に
は
、
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
 
日
 ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
 
社
 ム
 五
の
実
態
ど
が
渡
さ
れ
る
が
、
 

侍
 講
で
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
 を
 読
ん
で
感
想
を
 

述
べ
る
 ぅ
 こ
と
と
、
世
話
 係
 が
用
意
さ
れ
た
「
テ
ー
マ
」
 

を
 提
示
し
、
一
同
に
一
応
の
納
得
が
え
ら
れ
る
ま
で
 討
 諭
 し
る
う
こ
と
の
二
本
 

@
 
托
 -
 

立
て
で
進
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
一
日
目
に
は
、
 

テ
 キ
ス
ト
の
最
初
に
あ
る
「
 1
 、
 零
位
 よ
り
の
理
解
を
」
の
 部
分
が
読
ま
れ
、
 
テ
｜
 

マ
 と
し
て
は
、
「
駅
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
し
と
い
っ
た
 
問
 い
が
世
話
係
の
方
か
ら
出
さ
れ
た
。
第
一
日
目
は
ま
だ
 小
 手
 調
べ
を
し
て
い
る
 

と
い
っ
た
感
じ
で
、
そ
れ
ほ
ど
つ
っ
こ
ん
だ
話
し
合
い
 に
は
 な
ら
な
か
っ
た
。
 

侍
講
 は
 一
週
間
に
わ
た
っ
て
続
く
わ
け
で
あ
る
が
、
 

そ
 の
 全
体
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
 。
し
た
が
っ
て
 、
こ
 

こ
で
は
二
日
目
に
行
な
わ
れ
た
通
称
「
怒
り
研
 鎮
 」
の
 部
 分
 を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
怒
り
研
 鎮
は
特
 講
の
全
体
の
中
で
も
 最
 

重
要
視
さ
れ
る
部
分
で
、
そ
の
重
要
性
は
実
際
の
特
 講
 の
中
で
も
強
調
さ
れ
た
。
 

怒
り
研
鎮
は
二
日
目
の
昼
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
、
世
話
 係
 の
一
人
が
 、
 
「
こ
れ
か
ら
、
世
界
に
も
か
つ
て
な
い
こ
 

と
を
行
な
い
ま
す
」
 

と
 &
 
旦
日
し
た
 0
 怒
り
研
 濱
 で
は
テ
キ
ス
ト
は
使
わ
な
か
 っ
た
 。
そ
し
て
、
目
標
の
（
 イ
 ）
に
あ
る
「
ど
ん
な
場
合
 に
も
腹
の
立
た
な
い
人
 

で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
か
ら
論
議
が
開
始
さ
れ
た
。
世
話
 係
は
受
講
者
全
員
に
対
し
て
、
腹
の
立
た
な
い
人
間
に
 な
り
た
い
か
ど
う
か
を
 

質
し
た
。
 
八
私
 V
 を
含
め
て
全
員
が
な
り
た
 い
と
 答
え
 る
と
、
今
度
は
、
最
遅
腹
を
立
て
た
経
験
を
具
体
的
に
述
 へ
る
よ
う
求
め
ら
れ
 

た
 。
 八
私
 V
 
は
、
あ
る
友
人
が
八
 私
 V
 
の
意
向
を
無
視
 し
て
こ
と
を
進
め
た
時
に
腹
を
立
て
た
と
い
う
経
験
を
述
 へ
た
。
他
の
受
講
者
た
 

験
 と
し
て
語
っ
た
。
全
員
が
経
験
を
語
り
終
え
る
と
、
 

次
 

が
 結
果
的
に
ほ
悪
 い
 影
響
し
か
与
え
な
い
こ
と
を
印
象
 

ち
は
、
友
人
に
勝
手
に
自
分
の
持
ち
物
を
使
わ
れ
た
 時
 

さ
ら
に
腹
を
立
て
た
相
手
に
対
し
て
ど
ん
な
影
響
を
及
ば
 

つ
け
る
こ
と
に
あ
る
よ
さ
に
思
わ
れ
た
。
 

の
こ
と
や
、
警
察
機
動
隊
に
誤
っ
て
暴
行
を
受
け
た
時
の
 

に
、
 腹
を
立
て
た
時
、
そ
の
こ
と
が
生
理
的
・
精
神
的
 

し
た
か
を
語
る
 よ
う
 求
め
ら
れ
た
。
こ
の
論
議
の
目
的
 に

 ど
 う
 影
響
し
た
か
、
 

は
、
 腹
を
立
て
た
こ
と
 

こ
と
を
腹
の
立
っ
た
 経
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続
い
て
、
「
腹
を
立
て
な
い
」
と
「
腹
の
立
た
な
い
」
の
 
違
い
、
怒
り
が
本
能
で
あ
る
の
か
、
同
じ
よ
う
な
状
況
 に
 直
面
し
て
も
腹
の
 

立
つ
 場
 ム
ロ
 
と
 立
た
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
 い
っ
た
こ
と
が
論
議
さ
れ
た
。
い
わ
ば
こ
こ
ま
で
が
準
備
 
段
階
で
あ
っ
て
、
入
仏
 
V
 

を
 含
め
た
受
講
者
た
ち
は
、
世
話
係
の
導
く
方
向
に
そ
 っ
て
議
論
を
進
め
て
き
て
い
た
。
そ
れ
は
普
通
の
話
し
合
 い
で
あ
っ
て
 、
 全
て
を
 

納
得
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
特
に
異
を
唱
え
る
べ
 ぎ
 問
題
点
は
な
か
っ
た
。
怒
り
研
 濱
 は
こ
こ
か
ら
本
番
 な
 む
か
え
、
違
っ
た
 展
 

開
を
示
す
こ
と
と
な
る
。
 

や
が
て
論
議
の
焦
点
は
、
受
講
者
各
自
が
語
っ
た
腹
の
 立
っ
た
経
験
に
し
ぼ
ら
れ
た
。
世
話
 係
は
、
 
「
で
は
、
 そ
 の
時
な
ん
で
腹
が
立
 

っ
 た
ん
か
」
と
い
う
問
い
を
受
講
者
全
員
に
投
げ
か
け
た
 。
そ
れ
に
対
し
て
、
八
社
 V
 の
場
合
に
は
、
 

「
相
手
が
自
分
の
意
向
を
無
視
し
た
か
ら
だ
」
 

と
 、
そ
の
理
由
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
答
え
は
 世
 話
 係
か
ら
反
論
さ
れ
た
。
 

「
で
は
、
相
手
が
自
分
の
意
向
を
無
視
す
る
と
、
な
ん
で
 腹
が
立
つ
の
か
」
 

入
仏
 V
 は
答
え
た
。
 

「
自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
と
違
っ
た
か
ら
」
 

験
 

こ
の
答
え
も
世
話
係
を
満
足
さ
せ
ず
、
さ
ら
に
 反
論
さ
れ
た
。
 

荻
 

「
な
ん
で
自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
と
違
う
と
 腹
 が
 立
つ
の
か
」
 

 
 

 
 

世
話
係
の
方
は
 、
 
「
な
ん
で
腹
が
立
っ
の
か
」
と
か
 一
 
・
 
腹
が
立
つ
寸
前
の
と
こ
ろ
は
 

一
 
ど
う
だ
っ
た
の
か
」
と
、
同
じ
問
い
を
繰
り
返
し
、
 八
私
 V
 を
考
え
こ
ま
せ
た
。
 八
私
 V
 の
腹
を
立
て
た
 時
 の
 心
理
に
つ
い
て
の
説
明
は
 

 
 

問
い
つ
め
ら
れ
た
。
他
の
受
講
者
に
つ
い
て
も
同
じ
だ
っ
 た
 。
順
番
に
世
話
 保
 と
の
 問
 

 
 

答
 が
繰
り
返
さ
れ
、
入
仏
 V
 と
同
じ
よ
う
に
問
い
つ
め
 ら
れ
、
答
え
に
窮
し
て
い
っ
た
。
時
間
の
経
過
と
と
も
に
 、
受
講
者
の
発
言
も
少
 

37 del) 



な
く
な
り
、
そ
の
分
だ
け
、
問
い
つ
め
方
も
き
つ
く
な
 っ
て
ぎ
た
感
じ
で
あ
っ
た
。
問
い
と
答
え
の
 繰
 返
り
し
は
 休
憩
を
何
回
か
は
さ
ん
 

で
 数
時
間
に
及
び
、
沈
黙
の
続
く
時
間
が
長
く
な
る
に
つ
 れ
て
、
会
場
の
空
気
は
は
り
つ
め
た
重
苦
し
い
も
の
 
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
。
 

八
私
 V
 は
途
方
に
暮
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
一
体
何
を
要
 永
 し
て
い
る
の
か
、
皆
目
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
時
計
 は
す
で
に
真
夜
中
の
十
 

二
時
を
ま
わ
り
、
長
時
間
に
わ
た
る
問
答
に
よ
っ
て
 精
 神
は
消
耗
し
て
い
た
。
 

し
か
し
、
こ
の
状
態
は
永
遠
に
続
い
た
わ
げ
で
は
な
か
っ
 た
 。
時
刻
は
す
で
に
午
前
二
時
を
ま
わ
っ
た
頃
で
あ
っ
 た
 。
あ
る
女
性
の
受
 

識
者
の
発
言
が
、
脱
出
口
を
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
 た
 。
彼
女
の
発
言
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
だ
っ
た
。
 

「
今
、
自
分
が
腹
を
立
て
た
時
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
 、
 腹
が
立
た
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
今
度
、
そ
う
 い
 っ
 た
こ
と
が
あ
っ
て
 

も
 腹
は
立
た
な
い
」
 

こ
の
ひ
と
こ
と
は
入
仏
 V
 に
強
い
印
象
を
与
え
た
。
「
 あ
 あ
な
る
ほ
ど
、
腹
を
立
て
る
こ
と
な
ど
な
い
の
だ
」
と
 感
じ
ら
れ
た
。
何
か
 

暖
い
 も
の
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
 よ
う
 に
思
え
た
。
そ
れ
 は
 一
種
の
解
放
感
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
八
 私
 V
 に
起
こ
っ
た
心
理
的
 

な
 変
化
の
中
で
最
も
明
瞭
な
変
化
は
、
世
話
係
の
繰
り
 返
し
て
き
た
「
な
ん
で
腹
が
立
つ
の
か
」
と
い
う
こ
と
は
 が
、
 腹
を
立
て
た
理
由
 

を
 聞
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
腹
を
立
て
る
こ
と
な
ど
 な
い
で
は
な
い
か
と
訴
え
か
け
て
い
る
 よ
う
 に
聞
こ
え
て
 き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

世
話
係
の
言
い
方
が
か
わ
っ
た
 ね
げ
 で
 は
 な
か
っ
た
。
 八
 私
 V
 の
側
の
受
け
と
め
方
が
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
う
い
っ
た
変
化
は
、
入
仏
 V
 だ
け
の
体
験
で
は
な
か
っ
 た
 。
同
様
の
体
験
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
「
ヤ
マ
ギ
 シ
 ス
ム
の
木
質
を
探
る
 

（
 
り
り
 

）
 

第
五
回
 

研
鎮
 を
め
ぐ
っ
て
（
 ）
」
（
 

1
 
7
 
@
 
 

）
 
に
あ
る
第
一
回
 侍
 講
 に
 参
加
し
た
安
井
 豊
 一
の
発
言
で
あ
る
。
 

「
そ
の
時
は
「
怒
り
研
 
鎮
 」
を
 二
 昼
夜
、
そ
れ
こ
そ
一
睡
 も
せ
ず
ぶ
っ
 続
 げ
で
や
っ
た
。
係
は
全
体
を
推
進
す
る
 保
 と
各
 班
 に
班
 係
が
 

い
た
が
、
と
ぎ
 ど
き
 「
も
う
腹
が
立
た
ん
よ
う
に
な
っ
た
 
か
 」
と
、
一
人
ひ
と
り
に
尋
ね
に
く
る
ん
だ
よ
ね
。
 そ
 ラ
 聞
か
れ
る
と
こ
ち
ら
 

は
 考
え
こ
ん
で
し
ま
う
し
、
そ
の
う
ち
に
腹
が
立
た
ん
 ょ
 う
 に
な
っ
た
と
い
う
人
が
ど
ん
ど
ん
あ
ち
こ
ち
で
で
き
 て
く
る
し
、
何
回
も
立
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イニシエ 一、 ン   

-
 
目
り
）
 

侍
講
は
次
の
よ
 う
 で
あ
っ
た
。
 

そ
の
 侍
 講
の
受
講
者
は
十
名
で
あ
っ
た
。
受
講
者
の
一
人
 で
あ
る
 S
 夫
人
は
 、
 

語
っ
た
。
 

「
主
人
が
毎
晩
 酒
 の
ん
で
、
 
サ
ヵ
ナ
 も
三
種
類
つ
く
り
ま
 す
ね
ん
。
私
は
テ
レ
 

い
ま
ま
で
で
一
番
腹
が
立
た
っ
た
経
験
を
次
の
よ
う
に
 

ビ
見
ィ
 た
い
 思
 て
も
、
子
ど
も
に
と
ら
れ
て
し
も
て
 、
 

と 体験 

に に い い っ を ナ， Ⅰ 

ナ、 Ⅰ 
  

  
力 " Ⅰ     
し、 

  

怒   
怒 で か 宴 ま 

  

  そ 
す   
  つ 

て   の 
  
の 

よ 
プ @ 

な 
形 
で ・ 

進 け と ん 
行 ， - で の か 

す は 納 急 
る な 得 に 
と い の 楽 
@.@V 。 仕 に 

（ @ ノ 

わ   
げ のと 擁 した。 立ぅ の あ た 
で、 

@ よ 

な 
  
  な 井 気 

か は が 

  ま 恕 し 
え 
ま @ ）   まり 、 の てね   
宇佐 

美 
承 な 握 
の 

報 
く し 

土 

口す   た が 

る第 

と 立 
一 口 = 木 - し 

  
    っ な 
  て い 

七   
回 者 V な な   

つ
か
立
た
ん
か
と
聞
か
れ
る
ん
で
、
考
え
て
み
て
も
自
分
 で
は
そ
の
と
き
は
は
っ
き
り
し
な
い
ん
だ
け
ど
ね
、
も
 ぅ
 立
た
ん
よ
う
に
な
っ
 

（
 
博
じ
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「
怒
り
の
原
因
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
 か
 。
 S
 さ
ん
、
テ
レ
 ビ
 断
ら
れ
て
、
な
ん
で
 ハ
ラ
 た
っ
た
 ん
ワ
 ・
」
 

「
主
人
が
公
平
や
な
い
さ
か
い
」
 

「
公
平
や
な
か
っ
た
ら
な
ん
で
 ハ
ラ
 た
つ
の
ん
 ヮ
 ・
」
 

「
私
だ
 け
 損
す
る
さ
か
い
で
す
」
 

「
自
分
が
損
し
た
ら
な
ん
で
 ハ
ラ
 た
つ
の
ん
 ワ
 ・
」
 

世
話
 係
 は
こ
の
 ょ
う
 に
受
講
者
を
問
い
っ
 め
、
 考
え
 こ
 ま
せ
て
い
く
。
 S
 夫
人
は
、
「
結
局
、
自
分
の
思
う
よ
う
 に
な
ら
ん
よ
っ
て
 
ハ
 

一
フ
 
た
つ
ん
 違
い
ま
す
か
」
と
か
、
「
結
局
、
わ
た
し
の
 考
 え
 変
え
な
い
け
ま
へ
ん
な
」
と
、
結
論
を
出
そ
う
と
す
 る
が
、
世
話
係
は
追
及
 

の
手
を
ゆ
る
め
ず
、
「
な
ん
で
や
 
る
 、
な
ん
で
や
 る
、
み
 ん
な
も
う
ち
ょ
っ
と
で
っ
せ
」
と
迫
っ
て
く
る
。
こ
こ
 ま
で
は
、
 八
私
 V
 の
場
 

合
 と
同
じ
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
最
後
の
場
面
が
違
 う
 の
で
あ
る
。
受
講
者
 一
同
が
疲
れ
き
っ
た
と
こ
ろ
で
、
世
話
 係
 の
一
人
が
発
言
 し
た
。
 

「
思
う
よ
う
に
な
ら
ん
で
も
 ハ
ラ
 た
て
ん
こ
と
も
あ
る
の
 ん
 違
い
ま
す
か
。
世
の
中
に
は
思
う
よ
う
に
な
ら
ん
こ
 と
の
ほ
う
が
多
い
ん
 

や
な
い
や
ろ
か
。
そ
ん
な
こ
と
で
な
ん
で
 ハ
ラ
 た
て
ん
な
 ら
ん
や
ろ
。
み
な
さ
ん
、
思
 う
 2
5
 

に
な
ら
な
ん
だ
ら
 

ハ
ラ
 た
て
る
も
ん
と
 

決
め
て
る
の
ん
違
い
ま
す
か
。
 よ
う
 考
え
て
み
た
ら
、
 思
 う
よ
う
に
な
ら
ん
い
う
こ
と
と
、
ハ
ラ
た
て
る
い
う
こ
 と
は
別
や
。
こ
れ
を
 ぃ
 

つ
 し
ょ
に
結
び
つ
げ
て
考
え
と
る
ん
が
固
定
観
念
や
。
 一
 一
つ
は
結
び
つ
か
ん
も
の
や
と
わ
か
っ
た
ら
、
思
 
う
よ
う
 に
な
ら
な
ん
で
も
 ハ
ラ
 

た
た
へ
ん
し
 

テ み 
こ レ ら 

の ビ れ 
S  く 。 し 

夫 ら ま 

大 い せ 
と 買 ん 
世 え 。 
詰 る ほ 
係 の い 

とにで の " " 
間 三 も 

答 日 一 

は も つ   
下 い レ 

  
う て、 う 

に し て 
続 た く 

ぃ 」 れ 

ナ ・ Ⅰ と 
  

らノ 

ナ， Ⅰ 

ら、 

そ 
ん 

な 
も 

ん 
  
ら 

ん 
  
わ 
れ 
ま 

し 
て 

ん 
  

酒 
半 
分 
に Ⅰ 

し 

ナ， Ⅰ 

ら 
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イニシエーシ「 験
る
 。
 

掛
 

両
者
は
あ
る
時
点
ま
で
同
じ
過
程
を
た
ど
る
。
 ま
ず
、
世
話
係
の
方
か
ら
「
な
ん
で
腹
が
立
つ
の
か
」
と
 い
 う
 問
い
が
提
示
さ
れ
、
 受
 

 
 

話
者
た
ち
は
各
々
 、
 怒
り
の
原
因
を
述
べ
て
い
く
わ
 げ
だ
が
、
そ
の
説
明
は
こ
と
ご
と
く
論
破
さ
れ
て
い
く
。
 受
講
者
た
ち
が
こ
れ
ま
で
 

生
き
て
ぎ
た
日
常
の
世
界
で
は
怒
り
の
原
因
の
説
明
と
 し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
根
拠
の
あ
い
ま
い
 さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
 説
 

明
 の
こ
と
は
を
 夫
 な
っ
た
受
講
者
た
ち
は
や
が
て
こ
と
 ば
に
窮
し
て
い
く
。
こ
こ
ま
で
は
、
発
見
型
も
解
説
型
も
 変
わ
ら
な
い
。
怒
り
に
 

つ
い
て
認
識
を
異
に
す
る
二
つ
の
世
界
は
対
立
し
た
ま
ま
 で
あ
る
。
二
つ
の
世
界
と
は
、
世
話
係
の
属
す
る
山
岸
 会
の
世
界
と
、
入
札
 V
 
41  (165) 

こ
こ
で
は
、
 
八
私
 V
 や
安
井
の
場
合
の
よ
う
に
、
受
講
者
 

の
 側
が
腹
が
立
た
な
い
こ
と
を
実
感
と
し
て
納
得
す
る
 

部
分
が
欠
け
て
 ぃ
 

る
 。
受
講
者
が
追
い
つ
め
ら
れ
た
状
態
の
中
で
脱
出
口
 

を
 見
い
出
し
て
い
く
前
に
、
世
話
 
係
 が
脱
出
口
を
教
え
て
 
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
し
た
が
っ
て
、
宇
佐
美
の
報
告
に
 

ょ
 れ
ば
、
こ
の
 
世
話
係
の
発
言
に
対
し
て
、
半
数
が
悟
り
、
半
数
が
 

キ
ッ
 子
 に
つ
ま
ま
れ
た
よ
 
う
 

な
 顔
を
し
た
と
い
う
。
宇
佐
美
の
い
う
悟
り
が
、
一
体
 

ど
ん
な
心
理
的
状
態
を
指
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
 

ぃ
が
 、
入
仏
 V
 や
安
井
 

の
よ
う
な
解
放
感
を
伴
 
な
 5
 納
得
の
仕
方
で
は
な
か
っ
た
 
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

水
津
 彦
 雄
の
参
加
し
た
第
一
五
四
回
特
 
講
も
 、
手
塚
信
士
 
ロ
の
 
参
加
し
た
第
二
二
五
回
特
 
講
も
 、
宇
佐
美
の
場
合
の
 
よ
さ
に
、
世
話
 
係
が
 

最
後
に
話
を
ま
と
め
、
怒
り
の
原
因
に
つ
い
て
説
明
を
 

加
え
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
報
告
者
た
ち
は
 

一
様
に
、
あ
っ
け
な
い
 

幕
切
れ
に
、
肩
す
か
し
を
く
っ
た
と
い
っ
た
印
象
を
述
 

へ
て
い
る
。
 

つ
ま
り
、
怒
り
研
 
鎮
は
 、
受
講
者
が
腹
が
立
た
な
い
と
い
 
ぅ
 こ
と
は
を
自
ら
の
こ
と
ば
と
し
て
見
い
出
し
て
く
る
 

ま
で
徹
底
し
て
待
つ
 

か
ど
う
か
で
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
 

0
 怒
 り
研
鎮
 に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
 

。
こ
こ
で
は
仮
に
 
、
安
 

井
や
 入
仏
 V
 の
 侍
 講
の
よ
う
に
受
講
者
の
側
が
腹
が
立
 

た
な
い
と
い
う
こ
と
は
を
発
見
し
て
い
く
も
の
を
、
「
 

発
 見
型
 怒
り
研
 鎮
 」
と
 名
 

付
 け
 、
宇
佐
美
・
手
塚
・
水
津
の
場
合
の
よ
う
に
、
 

世
 話
係
 が
解
説
を
加
え
る
も
の
を
「
解
説
型
怒
り
研
 

紙
 」
と
 名
付
け
る
こ
と
に
す
 



理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
世
界
で
は
、
同
じ
こ
 と
ば
に
対
す
る
理
解
が
異
な
る
。
山
岸
会
の
世
界
で
は
 腹
 が
 立
た
な
い
の
が
人
間
 

本
来
の
あ
り
方
で
、
腹
が
立
つ
の
は
い
わ
ば
間
違
い
な
 の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
常
の
世
界
で
は
腹
が
立
 つ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
 

ふ
れ
た
出
来
事
で
あ
り
、
腹
が
立
た
な
い
こ
と
も
あ
る
と
 考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
岸
会
の
 世
界
を
成
立
さ
せ
て
い
 

っ
 こ
と
な
ど
な
い
で
は
な
い
か
と
訴
え
か
け
て
く
る
 

よ
う
 に
 聞
こ
え
た
瞬
間
に
、
山
岸
会
の
世
界
で
怒
り
が
ど
 

う
 認
識
さ
れ
て
い
る
か
を
 

知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
八
社
 

V
 の
属
す
る
世
界
 
が
 移
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
八
社
 

V
 の
中
で
 
、
世
界
は
 、
 腹
が
立
た
 

な
い
と
い
う
こ
と
は
を
実
感
で
き
る
人
間
の
世
界
と
で
 

き
な
い
人
間
の
世
界
と
に
二
分
さ
れ
、
自
ら
が
後
者
か
ら
 

前
者
へ
と
移
行
し
た
と
 

い
う
こ
と
は
が
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
瞬
間
に
納
得
 し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
な
ん
で
腹
が
立
つ
の
か
」
と
い
 ぅ
 こ
と
は
が
 、
 腹
が
立
 

ほ
 つ
れ
て
日
常
の
世
界
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
が
あ
や
 

う
 い
 も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
は
何
ら
か
の
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
。
怒
り
の
 

原
 因
は
 つ
い
て
の
日
常
の
世
界
で
の
論
理
が
無
効
で
あ
る
な
 

ら
ば
、
そ
れ
を
放
棄
 

し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
時
受
講
者
た
ち
の
 

目
 の
 前
に
残
さ
れ
た
の
は
、
腹
の
立
た
な
い
人
間
に
な
る
 

と
い
う
目
標
で
あ
り
、
 

腹
が
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
は
用
意
 

さ
れ
た
唯
一
の
脱
出
口
で
あ
り
、
受
講
者
た
ち
は
無
理
に
 

で
も
そ
の
目
標
や
こ
と
 

ば
を
受
 け
い
 れ
ざ
る
を
え
た
い
。
そ
 
う
 せ
ざ
る
を
え
な
 

場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
八
社
 

V
 の
場
合
に
は
、
 
女
 性
空
文
 講
 者
に
よ
る
腹
が
立
た
な
い
と
い
う
告
白
に
よ
っ
 

い
よ
う
に
、
長
い
問
答
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
追
い
つ
め
 

ら
れ
て
き
て
い
る
か
ら
 

て
、
 腹
が
立
た
な
い
と
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
腹
が
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
ば
を
 

生
 
目
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
世
界
を
隔
て
る
距
離
 

を
 一
挙
に
乗
り
越
え
て
 

し
ま
う
の
で
あ
る
。
山
岸
会
の
世
界
に
お
け
る
怒
り
に
 

つ
い
て
の
認
識
の
仕
方
が
納
得
さ
れ
る
の
は
、
告
白
の
後
 

か
ら
で
あ
る
。
安
井
の
 

た
ち
受
講
者
の
属
す
る
日
常
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
 

二
 つ
の
世
界
の
対
立
は
 

、
 怒
り
の
原
因
に
つ
い
て
の
説
明
が
 

論
破
さ
れ
て
い
く
な
か
 

4
2
 

 
 

 
 

 
 



 
 

（
㌍
）
 

 
 

彼
が
特
 講
 終
了
後
に
書
き
記
し
た
文
章
か
ら
は
、
第
一
 国
 が
彼
の
目
論
見
以
上
の
成
 

（
 
肘
 -
 

 
 

一
助
を
お
さ
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
 
山
 岸
 目
代
蔵
は
発
見
型
の
怒
り
の
 研
 鍍
を
目
指
し
て
い
た
 の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

目
し
、
し
り
 
て
 

J
 

力
 

、
怒
 
研
濱
力
 発
見
型
と
な
る
た
め
に
は
一
定
の
外
 的
な
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
回
や
八
 私
 V
 の
場
合
 と
 、
宇
佐
美
た
ち
（
 

 
 

の
場
合
と
で
 
大
 ぎ
く
違
っ
て
い
る
の
 ほ
 、
前
者
が
と
も
に
 

 
 

対
し
て
、
後
者
は
山
岸
 
4
 

 
 

険
山
岸
会
の
世
界
へ
の
移
行
の
過
程
が
あ
る
の
に
 
対
 し
て
、
解
説
型
に
は
そ
の
過
程
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
 

る
 。
そ
の
点
で
解
説
型
は
 
ィ
 

田
ニ
シ
千
 シ
ョ
ン
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
。
 

ま
 た
 、
発
見
型
怒
り
研
 
鎮
 で
あ
っ
た
第
一
回
特
 
講
 に
ほ
 、
特
 講
の
産
み
の
親
と
も
言
 
う
べ
 

る
の
は
、
腹
が
立
た
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
に
対
す
る
 時
 有
の
理
解
の
仕
方
で
あ
り
、
そ
の
世
界
の
一
員
と
な
る
 た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
 

ば
に
対
す
る
理
解
を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
 あ
る
。
 

以
上
が
、
発
見
型
の
怒
り
研
濱
の
構
造
で
あ
る
が
、
 解
 説
 型
で
は
構
造
が
違
 う
 。
最
後
の
段
階
で
、
世
話
 係
 ほ
山
 学
会
の
世
界
か
ら
 受
 

識
者
の
世
界
へ
下
り
て
行
く
。
彼
ら
の
加
え
る
解
説
は
 、
 受
講
者
の
世
界
の
こ
と
ば
を
用
い
て
、
そ
の
論
理
に
 
従
っ
て
な
さ
れ
る
。
 
実
 

際
 、
世
話
 係
に
よ
 
る
解
説
の
例
と
し
て
引
い
た
も
の
を
 見
て
も
、
受
講
者
が
考
え
た
怒
り
の
原
因
と
そ
れ
ほ
ど
 違
 っ
て
い
る
よ
う
に
ほ
 
思
 

え
な
い
。
そ
こ
に
 は
、
 二
つ
の
世
界
の
距
離
を
乗
り
越
 ぇ
る
 瞬
間
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、
世
話
係
は
自
信
を
 も
っ
て
解
説
を
加
え
て
 

い
る
。
問
答
に
疲
れ
果
て
た
受
講
者
た
ち
は
す
で
に
自
ら
 の
こ
と
は
へ
の
自
信
を
失
な
っ
て
い
る
 0
 世
話
 係
 の
 解
 説
は
 、
受
講
者
性
理
解
 

可
能
な
こ
と
は
で
な
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
は
自
信
を
 回
復
さ
せ
る
こ
と
に
っ
な
が
る
。
自
分
た
ち
の
考
え
方
が
 そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
は
 

い
な
か
っ
た
こ
と
に
安
心
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

受
 識
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
世
界
を
出
て
い
な
い
。
 腹
 が
 立
た
な
い
と
い
う
こ
 

と
ば
を
、
発
見
型
の
場
合
の
よ
う
な
形
で
は
納
得
し
て
 い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

で
は
な
ぜ
、
怒
り
研
鎮
は
発
見
型
と
解
説
型
と
に
分
か
れ
 る
め
 だ
ち
ら
か
。
イ
ニ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
す
 れ
ば
、
本
来
の
怒
り
 

研
 鎮
は
発
見
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 ，
 
」
こ
ま
で
の
分
析
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
 

よ
う
 に
発
見
型
 
に
は
日
常
の
世
界
か
ら
 

 
 



山
岸
会
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
怒
り
研
鎮
の
目
的
は
怒
り
 せ
な
く
す
こ
と
で
あ
り
、
 

侍
 講
全
体
の
目
的
は
研
 鎮
 と
は
 何
か
を
理
解
さ
せ
る
 

れ 68) 44 

四 

三里 

赤貝 " ト @" 
の 

ユ上 

同体 

  

  慈 し も さ 

見 た で で 。 時 
方 つ め は 出 潮 
と て る 日 岸 Ⅰ 乙 

的 か を 性 理 た   ほ で 期 界 想 と 

違 は 待 と 社 い 

ぅ か す 出 会 う 

点 ら る 岸 を ，点 

さ ら 余 罪 運   
れ で が と 動 運 

で，     る あ 理 の と 動 

ま、 も 
こ る 想 距 し が ; 
と 。 社 離 て 高 

そ に そ 会 が 期 揚 
の 

目 
な う 実 験 得 し 

  る い 現 謝 さ て 

的 
もま   
ど 
    傾 期 能   の に 

にる 

  
の 活 ち 続   

る 連 動 の し 発 議 秘 者 は 特 
の 続 が 世 て 見 に め の 侍 講 
力， @ 性 事 弄 い 型 お て 側 講 を 
ろ が 件 が る 

（ ノ @ 強 後 そ こ 

か 
怒 りてる、 いいも 参 如 開 く 

調 展 れ と 

さ 開 は が   
ま れ さ ど 強 に 山 か 会 増   
こへ テハ れ れ 特 く 

怒 
  主張 ま、 た 0- 総兵 な さ の そ 弄 い す 



イニシエー ゥ 

っ
 た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
彼
自
身
の
体
験
を
他
の
人
間
 に
 胃
体
験
さ
せ
る
機
会
と
し
て
 侍
 講
と
い
う
方
法
が
考
 え
 出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
す
で
に
、
 侍
 講
の
開
始
さ
れ
る
以
前
に
毎
月
開
か
 れ
て
い
た
会
の
定
例
集
会
で
は
、
怒
り
を
な
く
す
こ
と
が
 テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
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と
さ
れ
て
い
る
が
、
（
 

9
-
2
 
 

推
測
す
る
に
、
そ
の
確
信
の
ひ
 と

う
に
、
怒
り
を
と
り
の
ぞ
か
な
け
れ
ば
理
想
は
実
現
 で
き
な
い
と
い
，
 
h
@
 
も
の
が
あ
 

  と 体験 

つ 特 こ 

を 、 とな現 、 いを 怒て つ と 

り そ 
研 ぅ 

鎮 い 
や っ 

以 的 
降 の 
の 説 

フ 。 明 

ロ 0% 
グ 山 
- フ 山 序 
ム 会 
の の 

れ て 中 こ 

様 とば で ど 

う に 

つ る 
つ っ だ た も 

休 め 

" え と " え で、 験を 

す そ 
る れ   

す ぇ を 上 
え ら も の 
は れ と 検 

る に 討 

あ の 特 を 
講 は 
の もま 

信 岸 目 な 
的 性 
を 格   たこでの 事とき 実 探 を 



 
 

つ
い
た
思
想
の
核
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
 

目
 に
世
話
 係
 が
提
出
し
た
の
は
、
「
何
で
も
は
 い
と
ぎ
げ
 

ろ
 う
 。
 

ま
す
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
す
で
に
五
日
目
と
 も
な
れ
。
 
ほ
 
受
講
者
た
 

 
 

ま
た
、
怒
り
研
 鎮
は
、
 怒
り
を
な
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
 研
 濱
を
可
能
に
す
る
前
提
条
件
を
整
え
る
と
と
も
に
、
 研
 鎮
の
方
法
自
体
を
受
㈹
 

 
 
 
 

講
 者
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。
あ
る
事
柄
を
 、
常
 識
や
主
観
的
な
判
断
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
 つ
 き
 つ
め
て
考
え
て
い
 
け
 

ば
 、
最
終
的
に
は
山
岸
会
で
舌
口
わ
れ
る
「
真
理
」
に
 
行
 き
 あ
た
る
と
い
う
こ
と
を
、
怒
り
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
 を
 通
し
て
体
験
的
に
理
 

解
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
世
話
係
の
役
割
は
、
受
講
 者
が
常
識
や
主
観
に
流
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
。
 つ
ま
り
、
 研
 鎮
は
知
識
 

と
し
て
伝
達
さ
れ
 ぅ
 る
も
の
で
は
な
く
、
体
得
す
べ
き
 も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 

侍
講
で
は
、
怒
り
研
 擦
 だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
す
べ
 
て
の
 プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
 研
 鎮
の
方
法
を
受
講
者
に
体
 得
さ
せ
よ
う
と
す
 

る
 。
怒
り
研
 鎮
で
 山
岸
会
の
も
の
の
見
方
を
理
解
し
え
 な
か
っ
た
人
間
も
、
の
ち
に
他
の
場
面
で
、
怒
り
研
磨
 に
 お
い
て
と
同
様
な
精
神
 

的
な
転
換
の
体
験
を
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
 問
 題
を
 、
主
観
的
な
判
断
や
一
時
の
感
情
に
と
ら
わ
れ
る
こ
 と
な
く
つ
き
つ
め
て
 考
 

え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 真
の
理
解
に
到
達
し
う
る
 は
ず
だ
と
す
る
の
が
 研
 鎮
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
 そ
の
方
法
を
体
験
を
通
 

し
て
理
解
し
、
そ
の
有
効
性
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
一
週
 間
 と
い
う
期
間
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
 

三
日
目
以
降
の
特
講
の
進
行
の
仕
方
は
、
基
本
的
に
は
 怒
り
研
 濱
と
 変
わ
ら
な
い
。
世
話
 係
が
 テ
ー
マ
を
提
出
し
 、
受
講
者
が
そ
れ
ぞ
 

れ
 意
見
を
述
べ
あ
い
、
一
応
の
納
得
が
え
ら
れ
る
ま
で
 続
く
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
入
仏
 V
 の
 参
加
し
た
侍
講
 で
 五
日
 

ち
は
山
岸
会
の
考
え
方
に
な
じ
み
、
テ
ー
マ
に
対
し
て
ど
 ぅ
 答
え
た
ら
い
い
の
か
見
当
は
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
 
り
 、
こ
の
場
合
な
ら
、
 

「
は
い
」
と
答
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
話
 
係
 は
そ
れ
を
見
越
し
て
、
確
信
の
な
 い
 受
講
者
に
は
さ
 ら
に
難
題
を
ふ
き
か
け
 

る
 。
「
そ
れ
な
ら
、
侍
講
 が
 終
わ
っ
た
後
も
こ
こ
に
ず
っ
 と
残
れ
ま
す
 力
 
浴
 
@
3
 

」
 と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 問
答
は
受
講
者
が
一
 

応
 納
得
す
る
ま
で
 続
 げ
ら
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
 テ
ー
マ
と
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
の
真
意
が
一
瞬
 に
 し
て
納
得
さ
れ
る
こ
と
 



イニシニ一ション 
験
 
よ
う
に
な
る
。
一
週
間
の
間
、
隔
絶
さ
れ
た
場
所
 

で
 寝
食
を
と
も
に
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
 

、
 個
々
人
を
 
隔
て
て
い
た
壁
を
取
り
の
 

ぞ
 

め
 
く
こ
と
に
つ
た
が
る
。
か
え
っ
て
侍
講
以
前
に
付
 

き
 合
い
が
な
か
っ
た
間
柄
だ
か
ら
こ
そ
、
ょ
り
一
層
親
し
 

く
な
っ
た
こ
と
を
実
感
す
る
 

 
 

口
 
に
ち
、
永
年
に
わ
た
る
父
親
と
の
確
執
 

や
 、
異
性
と
の
 
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
語
っ
た
 

特
に
、
受
講
者
が
日
常
の
生
活
の
中
で
感
じ
て
い
た
 

悩
 み
が
公
に
さ
れ
る
と
、
親
近
感
は
強
ま
る
。
現
在
ば
か
り
 

で
な
く
過
去
ま
で
が
 

者
が
い
た
。
 
そ
 5
 い
っ
た
告
白
は
、
告
白
し
た
本
人
に
 

と
っ
て
精
神
的
な
浄
化
（
カ
タ
ル
シ
ス
）
の
働
き
を
す
る
 

ば
か
り
で
な
く
、
告
白
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を
共
有
し
た
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
 

い
く
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
さ
ら
に
、
 
侍
 講
の
場
自
体
が
共
同
体
の
性
格
を
 

持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
講
者
た
ち
に
強
く
 

印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
 

会
の
世
界
観
を
内
面
化
し
、
山
岸
会
流
の
も
の
の
考
え
 方
 忙
し
た
が
っ
て
世
界
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
 あ
る
。
や
が
て
受
講
者
 

の
目
の
前
に
は
、
山
岸
 語
 と
い
う
こ
と
は
を
共
有
し
た
 共
 同
体
が
現
わ
れ
る
。
受
講
者
は
、
山
岸
語
の
体
得
に
 ょ
 っ
て
自
ら
が
、
山
岸
 語
 

こ
う
い
っ
た
い
わ
。
は
、
「
山
岸
 

話
 し
が
ど
 う
 使
わ
れ
る
か
 
を
 知
り
、
そ
の
使
い
方
を
覚
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 受
講
者
た
ち
は
山
岸
 

の
中
で
は
そ
こ
に
独
特
の
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
 し
 か
も
、
そ
 う
 い
っ
た
こ
と
ば
は
頻
繁
に
使
わ
れ
る
の
で
 あ
る
。
 侍
 講
の
中
で
、
 

「
一
致
 
点
 」
「
無
我
執
し
「
前
進
 
無
 固
定
」
等
々
が
あ
る
。
 も
ち
ろ
ん
、
こ
 う
 い
っ
た
こ
と
ば
は
一
般
の
社
会
で
も
 使
わ
れ
る
が
、
山
岸
会
 

に
 理
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
 考
え
方
を
表
現
す
る
山
岸
会
独
特
の
こ
と
は
を
覚
え
て
 
い
く
。
「
 研
鎮
 」
と
い
 

ぅ
 こ
と
は
が
そ
う
で
あ
り
、
「
真
理
」
と
い
う
こ
と
は
が
 
そ
う
で
あ
る
。
他
に
も
、
「
 
無
 所
有
」
「
一
体
」
「
親
愛
の
 
情
 」
「
・
 

零
位
 」
「
持
ち
味
」
 

が
 期
待
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
う
い
っ
た
同
じ
構
造
を
持
つ
問
答
が
繰
り
返
さ
れ
る
，
 
し
 と
に
よ
っ
て
、
受
講
者
た
ち
は
 研
簗
と
 呼
ば
れ
る
山
岸
 会
の
考
え
方
を
次
第
 



悪
い
、
嫁
が
悪
い
と
ば
か
り
思
 う
 と
っ
た
が
、
そ
 う
じ
 や
 な
く
て
わ
し
の
考
え
方
が
間
違
う
て
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
」
 言
 う
イ
 
1
 Ⅰ
ね
。
 一
 Ⅰ
 
ハ
 
0
 人
 

の
 参
加
者
の
前
に
立
っ
て
自
分
の
今
ま
で
の
過
去
を
話
さ
 れ
て
、
泣
き
出
し
た
ん
で
す
わ
。
脇
屋
の
お
ば
あ
さ
ん
 の
嫁
 と
い
う
の
は
農
薬
 

を
か
ぶ
っ
て
よ
 う
 目
が
見
え
ん
 よ
 う
に
な
っ
て
ね
、
 そ
 や
か
ら
お
ば
あ
さ
ん
が
、
炊
事
、
洗
濯
か
ら
 ト
 り
の
世
話
 

ま
で
全
部
せ
な
な
ら
ん
 

か
っ
た
。
そ
れ
で
 よ
う
 腹
が
立
つ
し
、
嫁
の
悪
口
ば
か
り
 言
 う
 と
っ
た
。
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
が
「
わ
し
が
間
違
う
 と
っ
た
ん
や
」
と
言
い
 

出
し
た
時
、
み
ん
な
が
「
そ
 う
や
 、
わ
し
ら
も
今
ま
で
 ひ
と
が
悪
い
と
他
人
ば
か
し
裁
い
て
お
っ
て
、
自
分
の
間
 違
う
と
る
こ
と
に
少
し
 

も
気
づ
か
な
ん
だ
」
と
次
か
ら
次
へ
と
感
想
が
出
さ
れ
 て
 、
粟
生
の
光
明
寺
が
張
り
裂
け
ん
ば
か
り
の
泣
き
声
で
 埋
 ず
ま
っ
た
。
私
は
今
 

（
㏄
）
 

で
も
、
男
の
人
が
あ
ん
な
大
き
な
声
で
泣
く
の
を
聞
い
た
 こ
と
が
な
い
。
ま
だ
耳
の
底
に
残
っ
て
い
ま
す
」
 

こ
れ
は
確
か
に
偶
発
的
な
出
来
事
で
は
あ
っ
た
。
第
一
回
 侍
 講
を
開
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
発
生
が
予
想
さ
れ
て
 い
た
か
ど
う
か
は
わ
 

（
竹
刀
）
 

か
ら
な
い
。
む
し
ろ
予
想
外
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
 う
 へ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
第
一
回
の
受
講
者
た
ち
は
、
 二
 昼
夜
 に
わ
た
る
怒
り
研
 鎮
 

や
、
 仝
述
べ
た
出
来
事
を
と
も
に
体
験
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
、
侍
講
の
場
自
体
が
理
想
の
共
同
体
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
 
タ
ー
ナ
ー
の
こ
と
ば
 

（
 
鋒
 @
 

を
使
え
ば
「
コ
ム
 ニ
 タ
ス
」
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
 な
っ
た
の
で
あ
る
。
 八
私
 V
 の
 侍
 講
の
場
合
も
、
参
加
者
 の
間
の
一
体
感
は
終
わ
 

り
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
強
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
受
 講
 者
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
世
話
 係
 を
も
含
め
て
の
一
体
 感
 で
あ
っ
た
。
理
想
の
 

共
同
体
の
存
在
を
実
感
す
る
こ
と
は
、
 侍
 講
の
重
要
な
 部
分
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 

侍
 講
と
い
う
イ
ニ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
持
っ
て
 か
 ら
の
山
岸
会
に
と
っ
て
、
会
員
個
々
人
の
特
 講
 で
の
体
験
 は
 、
山
岸
会
の
「
 原
 

体
験
」
と
も
呼
べ
る
地
位
を
獲
得
し
た
。
会
員
た
ち
は
 そ
の
原
体
験
を
通
し
て
、
山
岸
口
代
蔵
の
提
唱
す
る
理
想
 社
会
を
垣
間
見
る
こ
と
 

的 

  
  
き起 八日目 ， 
窃 i 

ニ 第 一 

大力 Ⅰ： - 特 回 

  
  
の 一 E 

  
いる。 進み 

出 

て、 

わ 「 
し 

ま、 も 

ムつ 

ま 
で、 

嫁 
が 

(172) 

を
 聞
い
た
側
に
も
影
響
し
、
そ
の
意
識
の
底
に
ひ
そ
ん
 で
い
 
た
精
神
的
な
葛
藤
を
意
識
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
 。
そ
れ
ほ
 、
 
時
に
集
団
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で、 で @ 日 山 印 議 決 と 

あ あ の 侍 ャ 岸 家 を に な 
る っ 不 請 マ 己 と 堂 よ っ 

。 た 地 開 ギ 代 で げ つ た 
。 に 始 シ 蔵 は る て の 

特 請 なの っ二ム言る ズ のま 以 前現あ 実で に て 年 社 わ で に さ る 
お い 半 金 ん 連 日 れ   

ギ   
社       

  
設 理 講 また、 初に述 体建 する も持あった ように 侍 講の 

の 想 で 

自 社 の 
的 会 席 。へたよ と推測 う なって ど 申で読 

だ の 体 さ 初 ん う い 
っ モ 験 ね め だ に っ 
た デ が ナ ・ し 

の ル 構 るて時 " の持刀 " 

る   け 

それ情識 」 特 
の は 神 で 

お   
一 銭 換 者 
種 を の 

め そ 体 
解 の 験 
敬 典 ほ 
感 型       
を と つ 
伴 す ケ @ し 

ま な うる 。 と 

。 世 め 

特 話 ら 

め が   
講 田 
著 し 
は た 
  ア 

    
週 マ 

の 意味 間の特 

講 が 

の ま 
ど っ 
， Ⅰ ナ， Ⅰ 

か く 

の 別 
場 の 
面 角 
で ・ 度 

  か 

そ ら 

う 理 

㌧ 解 
た さ 

隣 れ 
間 る 
を 瞬 
径 間 
験 が 
す る 



㈲
集
団
独
特
の
こ
と
ば
の
習
得
 

侍
 講
の
受
講
者
た
ち
は
、
 

研
鎮
 、
震
位
、
一
体
と
い
っ
 た
 山
岸
会
独
特
の
こ
と
は
に
触
れ
、
そ
の
意
味
を
知
り
、
 使
い
方
を
覚
え
て
い
 

く
 。
そ
れ
を
通
し
て
、
現
実
を
今
ま
で
と
は
違
っ
た
 形
 で
 語
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
現
実
は
今
ま
で
と
は
異
な
 る
 姿
を
持
っ
て
現
わ
れ
 

て
く
る
。
山
岸
語
の
習
得
こ
そ
が
、
山
岸
会
の
世
界
観
の
 受
容
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 

㈱
理
想
の
共
同
体
の
発
見
 

山
岸
語
の
習
得
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
ば
を
共
有
す
る
 共
同
体
が
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
自
ら
を
そ
の
共
同
体
 0
 
 
百
 貝
 と
し
て
 靭
ぬ
識
 

す
る
よ
う
に
な
る
。
 
侍
 講
の
参
加
者
の
間
に
相
互
理
解
 が
 生
ま
れ
、
一
体
感
が
醸
成
さ
れ
る
と
、
そ
の
場
は
理
想
 の
 共
同
体
の
モ
デ
ル
 
と
 

考
え
ら
れ
る
よ
さ
に
な
る
。
 

も
ち
ろ
ん
以
上
の
三
つ
は
別
々
に
体
験
さ
れ
る
わ
け
で
 は
な
く
、
相
互
に
関
連
し
、
お
互
い
が
お
互
い
を
支
持
し
 て
い
る
。
そ
れ
は
、
 

山
岸
会
の
も
の
の
考
え
方
、
世
界
観
の
根
底
を
な
し
、
 特
 講
の
受
講
者
た
ち
は
こ
の
体
験
を
通
し
て
、
今
ま
で
 自
 分
た
ち
が
生
活
し
て
き
 

た
 日
常
の
世
界
を
否
定
し
、
山
岸
会
の
世
界
を
受
容
す
 る
 。
イ
ニ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
侍
講
の
成
否
は
 、
受
 講
 者
た
ち
が
こ
う
い
っ
 

た
 体
験
を
持
て
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
 あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
体
験
は
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
を
は
 ら
ん
で
い
ろ
。
ま
ず
、
け
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
受
講
 者
に
精
神
的
な
転
換
 

を
 起
こ
さ
せ
る
技
術
は
、
洗
脳
や
強
制
的
な
自
白
、
 

あ
 る
い
は
改
心
を
迫
る
技
術
と
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
。
 精
 神
 的
な
転
換
を
起
こ
さ
 

せ
る
側
の
考
え
方
を
受
 け
い
 れ
ざ
る
を
え
た
い
方
向
に
追
 い
 込
ん
で
い
く
と
い
う
点
に
関
し
て
は
少
し
も
変
わ
る
 と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
 

 
 

が
 立
っ
こ
と
の
方
が
「
真
理
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
 受
け
い
れ
さ
せ
る
こ
と
 

も
 可
能
な
の
で
あ
る
。
 

㈲
 ほ
 つ
い
て
の
問
題
点
は
 
、
 ㈲
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
 

新
た
な
こ
と
は
の
習
得
は
 、
 確
か
に
新
た
な
世
界
の
発
 児
 で
は
あ
る
が
、
 
そ
 

(174) 50 
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ァ
 的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
、
根
本
的
 な
 矛
盾
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

@
 
王
 

（
ー
）
 つ
い
コ
 の
 0
 コ
ニ
 
の
 で
、
オ
 ・
 ト
 の
の
二
神
 
0
 の
 隼
 e
 つ
い
 
の
の
り
幅
の
。
Ⅰ
の
 

つ
 の
 

（
 2
 ）
 
由
 -
 
ざ
 年
の
・
 
ソ
自
 
・
め
目
（
 
す
欝
 づ
色
 刃
 。
 田
 「
 t
 
す
 。
）
の
印
の
・
下
の
Ⅱ
で
の
 

「
鈴
し
 q
0
 

き
の
お
（
 

堀
 
一
郎
訳
「
 生
 と
再
生
」
一
九
七
一
年
、
東
 東
 大
学
出
版
会
）
 

（
 3
 ）
参
与
観
察
に
お
け
る
観
察
者
自
身
の
体
験
の
重
要
性
に
 
つ
い
て
は
、
勾
の
 C
k
.
 

の
「
 

轄
 O
r
 

Ⅱ
の
・
 

H
 
コ
円
 二
の
の
す
 
し
年
 
0
 名
 O
f
 円
 -
 
抄
 -
0
 
ぃ
｜
 Ⅰ
臣
の
 -
 
コ
ド
ン
自
の
 

甑
 c
a
 
コ
 せ
 き
 0
%
e
.
 

乙
 Ⅱ
の
・
 
モ
守
ぎ
的
よ
コ
的
三
コ
 （
 拙
訳
 コ
ト
ラ
ロ
 ク
 の
影
の
も
と
 

干
 メキ
シ
コ
の
村
の
人
生
」
一
九
八
一
年
、
 

野
草
 社
 ）
を
参
照
。
 

（
 4
 ）
山
岸
犬
養
鶏
法
の
実
際
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
、
「
 山
 津
金
養
鶏
 法
 

増
補
改
訂
農
業
養
鶏
 編
 」
一
九
五
七
年
、
山
 岸
 会
出
版
部
、
が
あ
る
。
 

（
 5
 ）
山
岸
 ム
 互
の
理
想
社
会
論
に
つ
い
て
は
、
 

コ
 ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
 
社
会
の
実
態
」
一
九
五
四
年
、
山
岸
会
本
部
、
を
参
照
。
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と
す
る
運
動
を
生
み
出
す
契
機
と
な
る
と
同
時
に
 、
人
 を
 現
実
に
対
し
て
失
望
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
人
間
の
 意
識
が
常
に
 ニ
 ー
ト
ピ
 

の
こ
と
は
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
世
界
が
絶
対
的
に
正
 し
い
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
 

し
た
時
か
ら
一
人
参
ぎ
を
始
め
、
意
味
内
容
を
拡
大
し
 て
い
く
。
例
え
ば
「
 研
鎮
 」
と
い
う
こ
 

窒
息
 味
 は
あ
い
ま
い
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
 ば
が
使
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
先
は
 、
 

い
 く
。
こ
と
は
が
人
間
の
行
為
や
考
え
方
を
拘
束
す
る
面
 が
 強
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

㈱
 ほ
 つ
い
て
は
、
 侍
 講
の
場
で
実
感
さ
れ
る
理
想
の
共
 同
体
は
特
 講
 と
い
う
特
殊
な
条
件
の
 

の
で
あ
る
点
が
問
題
に
な
る
。
 侍
 講
 で
 感
じ
ら
れ
た
理
想
 の
 共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
実
に
 

て
も
、
そ
の
建
設
の
可
能
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
 い
の
で
あ
る
。
 

侍
 講
は
確
か
に
山
岸
会
へ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
 過
 程
で
あ
る
。
し
か
し
、
受
講
者
た
ち
 

シ
ョ
ン
を
果
た
し
た
山
岸
会
と
は
、
現
実
に
存
在
す
る
 山
 岸
 会
の
共
同
体
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

理
想
の
共
同
体
、
理
想
の
山
岸
会
な
の
で
は
な
い
だ
 る
 ぅ
か
 。
 侍
 講
の
中
で
垣
間
見
ら
れ
た
 理
 。

こ
と
は
は
、
そ
の
こ
と
は
が
使
わ
れ
だ
 

と
は
は
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
適
用
さ
れ
、
 

そ
 

さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
 

も
と
に
し
か
成
立
し
な
い
、
一
時
的
な
も
 

建
設
さ
れ
る
共
同
体
の
モ
デ
ル
に
な
り
え
 

が
 侍
 講
で
の
体
験
を
通
し
て
イ
ニ
シ
ェ
ー
 

そ
れ
は
む
し
ろ
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
 

想
の
共
同
体
は
、
理
想
を
現
実
化
し
よ
 う
 



 
 

（
 6
 ）
山
岸
会
事
件
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
山
岸
会
の
機
関
紙
 
㍉
快
適
新
聞
 ヒ
 、
な
ら
び
に
、
新
島
淳
良
ョ
 
阿
 Q
 の
 ユ
 ー
ト
ピ
 ア
ヒ
 一
九
七
八
年
、
晶
文
 

 
 

 
 

い
て
は
、
拙
稿
「
山
岸
会
 ｜
 閉
ざ
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
同
流
 
動
目
 一
九
八
一
年
三
月
号
 

珊
 

を
 参
照
。
 

（
 8
 ）
そ
の
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
五
年
 度
 東
京
大
学
文
学
部
宗
教
学
宗
教
史
学
専
門
課
程
の
演
習
「
 宗
 ゑ
 運
動
の
調
査
研
究
」
（
 
柳
 

川
 啓
一
教
授
担
当
）
に
お
い
て
、
山
岸
会
を
担
当
し
て
調
査
し
 た
こ
と
で
あ
っ
た
。
演
習
の
目
的
は
、
当
時
特
異
な
運
動
を
展
 聞
 し
て
い
た
比
較
的
 

小
規
模
の
教
団
や
宗
教
的
集
団
（
山
岸
会
の
他
に
、
 G
L
A
 、
 

カ
リ
ス
マ
運
動
、
世
界
真
光
文
明
教
団
、
神
の
 子
ど
も
た
ち
、
 ヱ
ソ
 

ヵ
ゥ
 ン
タ
ー
・
グ
ル
ー
プ
な
ど
）
を
と
り
あ
げ
て
、
参
与
観
察
 に
よ
っ
て
調
査
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
ム
ロ
 
衆
 国
に
お
 げ
る
同
様
な
調
査
 

に
、
の
 ）
 
o
c
k
.
 

の
 ア
ぃ
ユ
 
の
の
 
ぺ
 ・
 漆
申
 
0
 
コ
 ぃ
ゴ
 
、
 勾
 0
 
ゴ
の
 
「
（
 
之
 ・
 d
 下
 e
 之
 e
 
く
再
 0
 由
 ㏄
 -
0
 
年
㏄
の
 
0
 二
の
 
り
 -
0
 
佳
の
 
コ
 の
の
の
・
 

ト
 
0
 Ⅱ
の
 
，
ロ
コ
 
-
 
七
の
㍉
の
 

ざ
 Ⅱ
 0
 ヰ
 い
い
由
 
h
O
 
ぺ
巨
 
-
p
 
弔
 q
0
 

の
の
・
 

が
あ
る
。
 

（
 9
 ）
北
海
道
の
ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
北
海
道
試
験
場
（
現
在
の
 
ヤ
 マ
ギ
 シ
ズ
ム
生
活
 別
海
 実
顔
 地
 ）
、
栃
木
県
の
山
岸
会
日
光
会
館
 
、
三
重
県
の
山
岸
会
本
 

部
 、
山
口
県
の
山
岸
会
山
口
会
館
、
長
崎
県
の
ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
 生
活
西
海
案
頭
 地
 の
 丘
 会
場
で
あ
っ
た
。
 

（
㎎
）
補
講
は
初
期
の
特
 詣
 で
は
な
か
っ
た
。
 

（
℡
）
 弓
ポ
 ロ
と
大
臼
第
五
号
二
九
 セ
 三
年
）
 
、
 ）
、
ヤ
マ
ギ
 
シ
 ス
ム
出
版
社
 

（
は
）
ロ
ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
生
活
実
 顔
他
 生
産
物
供
給
所
通
信
 L
 四
 四
号
（
一
九
八
 0
 年
 ）
、
供
給
所
通
信
社
 

（
は
）
水
津
老
雄
ヨ
日
本
の
 ユ
一
 ト
ピ
ア
ー
日
本
的
共
同
体
の
 実
証
的
研
究
し
一
九
七
一
年
、
太
平
出
版
社
、
宇
佐
美
 承
 
「
「
 
絶
 対
 怒
ら
な
い
人
間
」
 
へ
 

の
 実
験
」
同
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
ヒ
一
九
六
二
年
八
月
五
日
号
，
 手
塚
信
吉
「
日
本
経
済
の
行
方
と
ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
（
三
）
 し
 円
月
 刊
 協
同
体
臣
一
五
 

八
号
（
一
九
七
八
年
）
、
牧
野
紀
之
「
 侍
 講
の
論
理
」
 日
 鶏
鳴
」
 第
四
四
号
（
一
九
八
一
年
）
 

（
Ⅱ
）
 注
 
（
 5
 ）
を
参
照
。
 

（
 ち
 ）
学
生
・
教
員
の
受
講
 
話
が
 多
い
の
は
当
時
の
一
般
的
 傾
 何
 だ
っ
た
。
新
島
淳
良
の
提
唱
し
た
幸
福
学
園
の
運
動
が
 、
新
 島
の
山
岸
会
へ
の
参
加
と
 

と
も
に
山
岸
会
の
連
動
と
な
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。
 幸
 福
 学
園
に
つ
い
て
は
、
新
島
淳
良
ヨ
ヤ
マ
ギ
シ
ズ
ム
幸
福
学
園
 し
 一
九
七
 セ
午
 、
本
 

搬
出
版
社
、
同
「
子
ど
も
を
救
え
 口
 一
九
七
八
年
、
野
草
 社
 、
 を
 参
照
。
 

（
㎎
）
 注
 
（
 5
 ）
八
頁
 

（
 け
 ）
 
注
 
（
Ⅱ
）
参
照
。
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も
 山
岸
会
の
総
務
を
務
め
て
き
て
い
る
。
 

（
 
め
 ）
 
注
 （
Ⅱ
）
十
四
頁
 

（
⑳
）
 

W
 
.
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
 
、
 甘
 う
 9
 。
 韻
 ・
・
 
円
ゴ
の
せ
 銭
ぽ
（
 ず
 の
 o
h
 局
 出
世
 o
u
 
の
 已
 %
 罵
 「
 
げ
コ
お
 ・
 あ
 。
が
（
桝
田
啓
三
郎
訳
 

ヨ
 
宗
教
的
経
験
の
諸
相
仁
一
 

九
七
 0
 午
 、
岩
波
文
庫
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
 
神
秘
的
経
験
の
も
っ
と
も
単
純
な
増
様
 は
 、
あ
る
格
言
と
か
 文
 章
 と
か
の
も
っ
て
 

い
る
深
い
意
味
が
 、
 何
か
の
は
ず
み
に
い
っ
そ
う
深
い
意
味
を
め
 
市
 び
て
突
然
に
パ
ッ
と
ひ
ら
め
く
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
の
が
 普
通
で
あ
る
。
」
（
 邦
 

訳
 
（
下
）
一
八
六
頁
）
 

（
 
力
 ）
 
注
 
（
 
H
 ）
を
参
照
。
 

（
 
n
z
 
）
 
注
 （
は
）
五
頁
を
参
照
。
 

（
 
為
 ）
「
第
一
回
特
別
講
習
所
鎮
を
共
に
し
た
、
わ
が
一
体
の
家
 族
、
 ほ
つ
か
し
の
兄
妹
弟
妹
 ょ
 、
わ
が
 
父
 
・
 母 
・
 妻
 ・
 子
ょ
 」
 注
 
（
 
5
 ）
一
一
四
 ｜
一
 

三
 一
頁
 

（
 
れ
 ）
安
井
は
第
一
回
特
講
の
時
の
山
岸
目
代
 
蔵
は
 
つ
い
て
 次
 の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
特
に
そ
の
と
き
の
こ
と
で
印
象
に
残
 っ
て
い
る
の
は
、
宮
崎
 

県
か
ら
来
て
い
た
青
年
が
「
今
度
の
講
習
会
は
養
鶏
技
術
を
教
 え
る
と
い
う
の
で
来
た
の
だ
が
、
だ
ま
し
た
」
と
舌
口
っ
て
山
岸
 

さ
ん
に
食
っ
て
か
か
 

っ
 た
の
。
そ
し
た
ら
山
岸
さ
ん
は
「
養
鶏
の
秘
匿
技
術
を
授
け
 る
と
は
言
っ
た
 け
 ど
、
養
鶏
技
術
を
教
え
て
や
る
と
は
ど
こ
に
 爪
り
 
重
目
Ⅰ
 

卜
て
 Ⅰ
り
な
か
っ
 

た
 」
と
言
っ
た
。
こ
の
へ
ん
の
舌
口
葉
の
表
現
は
ち
ょ
っ
と
 

違
つ
 て
い
る
か
も
分
ら
な
い
け
れ
ど
、
そ
し
た
ら
続
け
て
山
岸
さ
ん
 が
 
「
そ
れ
で
も
あ
な
 

た
は
腹
が
立
ち
ま
す
か
」
と
明
か
れ
た
。
そ
の
青
年
は
「
立
ち
 ま
せ
ん
」
と
舌
口
っ
た
。
こ
う
し
た
山
岸
さ
ん
の
ち
ょ
つ
と
は
さ
 

ま
れ
る
言
葉
か
ら
 連
 

鎖
 反
応
を
起
こ
し
て
、
 

皆
 腹
が
立
た
ん
と
い
う
よ
 う
 に
な
っ
て
 
い
っ
た
」
（
 注
 
（
Ⅱ
）
十
四
頁
）
 

（
 
お
 ）
第
一
回
特
 講
 以
降
二
年
間
に
四
五
 0
0
 名
 以
上
が
特
 講
 を
 受
講
し
て
い
る
。
山
岸
会
事
件
後
、
年
間
の
特
 講
 受
講
者
数
 が
 千
名
を
越
え
た
の
は
 一
 

九
七
四
年
だ
け
で
あ
る
。
 

（
 
笏
 ）
山
岸
会
事
件
の
一
九
五
九
年
八
月
に
は
東
京
の
千
代
田
 公
会
堂
で
「
真
相
発
表
講
演
会
」
を
開
い
た
。
ま
た
、
学
者
や
 評
論
家
の
山
岸
会
 は
 つ
い
 

 
 

て
の
報
土
口
を
ま
と
め
て
機
関
紙
の
特
集
号
を
作
っ
た
り
し
て
い
 

る
 。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
 
勿
 ）
 注
 
（
 
5
 ）
三
八
頁
 

 
 

 
 

（
 
為
 ）
山
岸
犬
養
鶏
会
本
部
発
行
影
山
岸
犬
養
鶏
舎
会
報
」
 
創
 刊
号
 
（
一
九
五
四
年
）
、
 二
 0
 頁
 

（
 
豹
 ）
五
山
岸
会
養
鶏
 決
 し
二
一
八
頁
、
「
革
命
へ
の
あ
げ
 ば
 の
 

山
岸
目
代
 蔵
 
挨
拶
講
演
」
 

司
 
げ
ん
さ
ん
 
ヒ
 第
一
一
一
号
 
（
一
九
七
三
年
）
三
頁
を
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文
中
に
お
い
て
は
 
Y
 と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
 
注
 （
は
）
 
と
比
 較
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
井
の
発
言
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
 

る
 。
安
井
は
何
度
 



参
照
。
 

 
 

 
 

（
㏄
）
安
井
に
よ
れ
ば
、
こ
の
会
は
「
夜
明
し
防
錆
 会
 と
称
さ
 ね
 、
「
侍
講
で
や
っ
て
い
る
「
如
何
な
る
場
合
に
も
腹
の
立
た
な
 い
 
人
に
な
る
」
と
か
 

 
 
 
 
 
  
 

「
真
の
幸
福
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
、
そ
り
ゃ
随
分
や
 っ た
も
の
だ
」
（
 注
 
（
Ⅱ
）
十
三
頁
）
と
い
う
。
 

 
 

（
 ニ
 ）
侍
講
に
よ
っ
て
は
、
「
裸
に
な
れ
ま
す
か
」
と
か
「
死
ね
 ま
す
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
か
わ
る
。
 

（
 n
w
 
）
 
か
に
 （
 w
u
 

）
一
一
一
頁
 

ハ
 ㏄
）
 

注
 
（
 る
 ）
を
参
照
。
 

（
 解
 ）
 
づ
 仁
Ⅱ
 
コ
り
 
r
 。
 セ
 i
n
 
（
 
o
 Ⅰ
 ミ
 
コ
 @
.
 
日
オ
 0
 力
 @
 
（
佳
 
い
 ）
㌧
Ⅱ
 
0
 い
 の
㏄
の
・
 
ト
 の
 の
 
9
%
 

）
 
&
@
 
下
の
 

（
㏄
）
山
岸
会
・
山
岸
犬
養
鶏
舎
発
行
「
山
岸
会
、
山
岸
犬
養
 鶏
 全
会
報
」
第
三
号
（
一
九
五
四
年
）
 

（
㏄
）
生
口
口
 
の
 
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
か
ら
だ
の
 救
済
と
こ
こ
ろ
の
救
済
１
１
医
療
宗
教
学
へ
」
宗
教
社
会
学
研
 究
 会
編
「
宗
教
の
意
味
 世
 

界
ヒ
 

一
九
八
 0
 
年
 、
雄
山
 閣
 、
を
参
照
。
 



セ
ス
 が
語
ら
れ
て
い
る
。
 

で
は
こ
の
Ⅱ
の
 仁
琶
ま
 の
ヨ
日
の
（
日
の
右
す
る
動
性
と
は
 
彼
の
思
惟
の
全
体
構
造
の
内
で
ど
の
様
な
理
拠
を
得
て
い
 る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

本
稿
で
は
 先
 づ
こ
の
 動
 性
の
 理
 拠
を
定
位
し
、
そ
れ
に
 よ
っ
て
得
ら
れ
る
 甲
末
宙
 
a
r
 

（
理
解
の
基
礎
的
地
平
 

か
 目
 
「
魂
に
於
け
る
神
の
 

子
の
誕
生
し
と
「
創
造
」
の
問
題
、
「
被
造
物
の
無
し
の
 
問
題
、
「
離
脱
」
と
「
神
性
へ
の
突
破
」
の
問
題
に
触
れ
 て
い
き
た
い
と
思
 う
 。
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神
が
善
 な
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
の
様
な
神
を
つ
か
 む
事
は
な
い
。
神
が
真
で
あ
る
場
合
に
も
同
様
に
神
を
 っ
 か
む
事
は
な
い
 0
 こ
の
 

力
 は
神
の
根
底
に
 迄
 突
き
進
み
、
更
に
探
し
求
め
、
 そ
 し
て
神
を
そ
の
 一
 性
に
 拾
 い
て
、
つ
ま
り
神
の
荒
野
に
 拾
 い
て
（
 ぎ
孔
コ
の
 Ⅱ
 

の
ぎ
目
的
の
）
つ
ま
り
神
を
神
の
荒
野
で
（
 
ぎ
 の
ぎ
簗
の
ぎ
 
8
 口
の
）
、
 
神
 自
身
の
根
底
で
（
 ぎ
 の
ぎ
の
 
ヨ
 の
好
目
 臼
抽
 こ
コ
 宙
の
 
レ
 
、
つ
か
む
の
で
 

（
 
l
l
 

）
 

あ
る
。
」
 

口
の
ガ
オ
曲
 

二
の
思
惟
は
そ
の
全
体
に
わ
た
っ
て
極
め
て
 高
 い
力
動
 性
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
 右
 の
 ド
イ
ッ
語
に
よ
る
 

 
 

真
の
領
域
を
突
破
し
、
神
性
の
沙
漠
に
芝
突
き
進
む
と
い
 ぅ
 極
め
て
動
的
な
フ
ロ
 

「
私
は
魂
の
内
の
あ
る
 力
 
（
の
ぎ
の
下
民
（
 
ぎ
 Ⅰ
 
0
q
 
恭
汀
 ）
に
つ
い
て
語
っ
た
事
が
あ
る
。
こ
の
力
は
神
へ
の
そ
の
 最
初
の
突
入
の
際
、
 

久
 

田
島
 
照
 

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
 於
 け
る
思
惟
の
動
性
と
そ
の
存
在
論
的
 理
拠
 

ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
よ
る
定
位
 



に
 触
れ
、
お
。
望
日
と
は
主
語
と
し
て
の
の
的
 0
 が
 純
 枠
 な
の
の
の
の
で
あ
る
事
を
表
わ
し
、
 又
 こ
の
事
で
同
時
に
 主
語
の
本
質
（
の
の
の
の
 
甲
 

さ
て
Ⅱ
。
 ォ
ゴ
 
a
r
 

（
解
釈
に
於
け
る
存
在
論
的
傾
斜
で
あ
る
 

が
 、
こ
れ
は
 
め
 の
 ミ
崔
 二
の
思
惟
の
有
す
る
存
在
論
的
 
問
題
領
域
に
立
 

に
よ
 り
獲
得
さ
れ
る
地
平
で
あ
っ
て
 、
 @
 
」
の
 0
 コ
 （
 
0
-
0
 

哩
 の
の
領
域
は
「
 団
の
 
8
%
 毬
お
 ・
」
と
い
う
ト
マ
ス
を
 
受
け
継
ぐ
根
本
 テ
 

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
ト
マ
ス
に
立
っ
た
 
臣
す
 革
ユ
 の
窃
 お
理
解
を
出
エ
ジ
プ
ト
 
記
 第
四
章
 十
四
節
の
「
内
内
。
 

（
 
4
 
Ⅰ
）
 

口
 三
留
ヨ
」
の
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
註
解
で
見
て
い
く
 事
 に
す
る
。
 

@
5
a
 

）
 

「
在
り
て
在
る
者
」
の
註
解
で
は
目
の
 
ミ
う
ユ
 は
五
つ
の
 観
点
を
挙
げ
説
明
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
の
観
 点
と
し
て
の
的
。
 つ

事
 

｜
セ
 

の
仁
 コ
 
（
 

の
臣
 Ⅱ
コ
 

（
 
3
-
 

で
あ
ろ
う
。
 

音 的 の て か 
め
の
 
吋
す
曲
 
（
（
に
あ
っ
て
は
自
己
の
問
題
は
直
に
神
に
対
す
 る 魂
の
間
 額
 で
あ
っ
た
。
魂
が
如
何
に
す
れ
ば
神
を
有
 り
の
ま
ま
の
姿
で
つ
 

み
 得
る
か
、
こ
の
神
と
 魂
 と
の
問
題
が
 
己
 。
 ガ
す
 
a
r
 

（
の
 

全
 思
索
を
貫
く
主
導
モ
テ
ィ
ー
フ
を
な
し
て
い
る
。
十
全
 な
神
 認
識
を
目
指
し
 

魂
 が
た
ど
る
そ
の
全
道
筋
は
そ
れ
故
に
認
識
論
的
な
 プ
 p
 セ
ス
と
 名
づ
け
る
事
が
出
来
る
。
更
に
こ
の
全
行
程
に
 あ
っ
て
は
、
 
神
 認
識
 

徹
底
の
度
合
い
が
そ
の
ま
ま
 魂
 自
身
の
 、
 即
ち
人
問
自
 身
の
心
的
 境
位
 
（
 
n
o
 

コ
日
（
ざ
が
三
日
 

p
e
 
）
と
み
な
さ
れ
 得
 る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
に
由
れ
 吋
ゴ
が
 
（
（
解
釈
の
際
の
認
識
論
的
視
点
と
は
 

、
 魂
の
神
認
識
過
程
の
構
造
的
分
析
と
い
 5
 作
業
と
共
 に
、
 魂
の
有
す
る
 心
 

境
 位
の
釈
義
を
も
そ
の
射
程
に
と
ら
え
て
い
る
。
前
者
 を
 キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
一
連
の
経
歴
に
立
つ
適
時
的
解
釈
 と
す
る
な
ら
ば
、
 
後
 

、
 即
ち
魂
の
心
的
 境
 位
の
釈
義
に
あ
っ
て
は
、
人
間
の
 根
源
的
体
験
と
い
う
 共
時
 的
な
問
題
領
域
の
可
能
性
が
我
 々
に
 妬
 か
れ
て
く
る
 

㌧（ 

片 
す 
笘弓 

田 

解 
釈 
  
八く $@@ 刀 

ゴ ｜ 

る 

存 
在 
弘冊 且 @@- 

古句 

頃 ｜ 

斜 
と 

  
""" Ⅰ - Ⅱ B 

白勺 

頃 ｜ 

斜 
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マイスター・ ヱッ クハルトに於ける 思惟の動性 

る 対 る と v ブ - る   
初 物 ぅ し し の の 

と @ ま 

    の 

『 の （   
㏄のの その コ 

    
    
のの 
@ ま ㈱ 

と   
のの     
  
  
由が 

    
同     

づ （ か さ と 
よ 

り、 同じ て語 のののの しと れる 
Ⅱ 

ら 耳 わ   { 、 

的 
      
    か せ に 方 、 にあ る 旬 間 

事物 占 
の   

と み く 何 仁 Ⅰ 
こ な な 
ら く ら 

性 の臣 

そのの っては、 に 明 は （ 由 Ⅱ 臣 

  仁ド 

のの のの 

Ⅰ と 

  只か " すな " 隼ぃ   
目 もま @ 

神谷ん のとと 日 のの ）   神 
r の   

可 受 ま 

笘口 ;   
    の 
  

g  で、     
の す 」 お る の看 す の が ヱ 

57@ (i8l) 

詔
 
肯
定
性
は
 、
 神
が
自
己
の
内
に
不
動
に
し
て
 
留
ま
 る
こ
と
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
神
の
こ
の
自
己
 

へ
 0
 回
帰
運
動
は
更
に
内
的
 
生
 

神
命
 の
 「
沸
騰
置
ミ
 ご
 」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
 

あ
る
。
 

の
 

が
こ
こ
で
は
位
格
の
神
の
自
己
認
識
が
 、
 9
 お
の
 純
粋
肯
定
性
に
即
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
よ
 

う
 。
 

理拠 

（
 
T
 ）
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
即
ち
 神
 に
あ
っ
て
は
の
の
の
の
と
の
の
の
の
 

コ
 （
㍗
と
は
同
一
で
あ
り
、
 こ
の
様
な
同
一
性
は
神
 

に
掩
 い
て
の
み
語
ら
れ
 ぅ
 る
の
で
あ
る
と
す
る
。
 

第
三
と
し
て
次
に
き
 
日
 戸
田
き
ヨ
と
い
う
反
復
の
構
 造
 が
捜
ら
れ
る
。
内
の
 
ガ
 す
が
「
（
は
こ
の
反
復
の
構
造
に
す
 
べ
て
の
否
定
性
が
排
 

除
さ
れ
た
肯
定
の
純
粋
さ
（
 づ
仁
ふ
 
（
 
窃
 
%
 安
「
 
ヨ
緊
ぃ
 
0
 日
 ⑪
 
を
 見
る
。
こ
の
肯
定
の
純
粋
さ
は
の
隊
の
の
自
己
自
身
 へ
の
高
扇
 的
 振
り
向
き
 

（
（
の
Ⅱ
（
の
 

甑
ぷ
 
c
o
 
コ
お
 お
 ざ
 ）
に
よ
っ
て
成
ぜ
ら
れ
る
も
 の
で
あ
る
が
、
 又
 こ
の
神
の
再
 帰
的
 自
己
運
動
に
よ
っ
て
 成
立
す
る
純
粋
な
神
の
 



な
ら
ば
こ
の
の
お
の
と
の
の
の
の
 

コ
 （
守
の
異
同
に
よ
っ
て
 と
 ら
え
ら
れ
た
神
と
被
造
物
の
根
本
理
解
は
 、
 日
の
方
ゴ
 

a
r
 

（
 
の
 目
せ
 降
 守
の
内
で
 

ど
の
様
に
定
位
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
 口
 の
 才
ゴ
 
a
r
 

（
解
釈
の
存
在
論
的
問
題
領
域
で
あ
る
。
 

ア
ナ
ロ
ギ
ア
 あ
珊
 

め
り
ヰ
ゴ
 

a
r
 

（
の
目
せ
の
（
安
の
認
識
論
的
 

動
 性
に
存
在
論
か
ら
 基
礎
を
提
供
す
る
も
の
が
、
神
と
被
造
物
の
関
係
を
規
 走
 す
る
め
の
 村
ゴ
曲
 
「
（
 

の
 ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
で
あ
る
。
 

Ⅱ
 臼
 ま
り
耳
に
於
け
る
こ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
重
要
さ
に
 触
れ
て
例
え
ば
 
目
 @
m
 
（
す
は
次
の
様
に
語
っ
て
い
る
。
「
 
由
 。
 オ
 F
p
 

「
（
の
全
構
想
 

に
と
っ
て
彼
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
が
有
す
る
解
明
機
能
が
は
 じ
め
て
知
ら
れ
る
様
に
な
り
、
 又
 強
調
さ
れ
る
様
に
な
 っ
 た
の
は
 
ト
バ
 o
n
 
プ
 

（
Ⅰ
 
f
 
）
 

確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

の
の
の
の
で
あ
る
。
我
々
が
先
に
Ⅱ
 

c
 ガ
甘
ひ
 

「
（
の
 

0
 ま
 o
F
o
 

住
の
 

の
 根
本
テ
ー
ゼ
と
し
て
立
て
た
り
の
拐
の
紅
の
の
の
の
・
が
 

こ
こ
で
も
以
上
の
如
く
 

は
 誰
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
何
で
あ
る
か
 白
 三
の
 

a
u
 

（
 戸
田
口
紬
（
年
の
岸
の
」
と
の
間
に
「
 

神
は
 あ
る
隼
の
屈
の
の
 
降
 」
と
 答
 る
の
は
正
当
で
 

あ
り
、
神
に
の
み
許
さ
れ
る
答
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
 あ
る
。
Ⅱ
。
ォ
ゴ
 ド
 笘
に
 よ
 れ
ば
神
は
巴
 ゅ
 0
 
 
紐
ョ
 戸
田
 
ま
 ヨ
 ・
の
答
を
も
っ
て
 、
 

神
の
お
お
ま
 ぎ
 
を
の
お
の
と
し
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
 開
 示
し
た
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

我
々
は
神
の
の
の
の
の
と
の
の
の
の
三
寸
と
に
つ
い
て
の
以
上
 
の
内
の
 ミ
団
ユ
 
の
解
釈
か
ら
次
の
様
な
の
拐
の
に
関
す
 る
 理
解
を
確
認
し
得
 

 
 

（
 
ム
 
u
-
 

る
 0
 Ⅱ
の
方
 
ゴ
曲
ユ
は
 ト
マ
ス
同
様
神
と
被
造
物
の
本
質
的
 区
別
を
の
臼
の
と
 
描
 お
コ
 ヱ
 p
 
の
異
同
関
係
に
み
て
い
る
 。
即
ち
神
の
木
質
は
 

  

し 
  
  
の仔 

帝 ） 

ヰ 廷の   

答 
と 

  
わ 
ざ 

る 

を 
得 
な 
  
  

し 

か 

し神 

にあ 

  
て 
は 
そ 
の 

  
    
  

と 

のの 

のの 

  
ま叫 

と 

もよ 

区 
  
さ 

れ 
得 
な 
  
為 
@@ - し Ⅹ 

神 「 
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に
関
す
る
問
と
は
 ぎ
 び
し
く
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
の
間
に
「
人
間
は
存
在
す
 
る
 」
と
答
え
る
事
は
愚
 

8
 

 
 



 
 

 
 

隼
 り
の
の
 隼
せ
つ
 。
Ⅱ
 ヨ
 0
 隼
 0
 の
六
年
 コ
ノ
 
目
の
ま
仁
の
宙
。
日
向
 仁
の
 Ⅱ
臼
の
 @
 ョ
 宮
田
（
 蒋
 ・
（
一
つ
の
同
じ
物
そ
の
も
の
の
「
存
在
 

様
 態
 」
に
よ
っ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
 分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
）
 

ター・ ヱッ 

  
事 ） 

物に 卜コひ 

よ "@ 。 
つ 偲 

  
あ 。 

コ るい コ o 
臼井ぎ は事物 

於げ 田口Ⅱに 二リ 幅 E 仁コ 

蓋 っ 
異 銭 

v こ Ⅱ 

よ の の 

つ の 

て分け ち色コ 持 

れ % 
て Ⅱ 

いるの 「の「 建ヨ 

で ・ 臼 

） ㌔のⅠのま）はみ 以く、 
" 簿の 

  
  
ナ 
  
  
  
な 
も 
の 

@ ま 
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クハルトに於ける 思惟の動性とその 存在論的理 拠 

と に さ た 

資 
料 

Ⅱ（ 1l   オ 

        
あ ま の 口 耳 

ら め 
が 全 年 eo   ら 体 

な 
窪 ? 落 閑日   仁 内の 内 

        
迄 （ ナ と 

二回 りィ と   
ロ 協毛 

ギ 能 
か 所 ア の 

ヴ 。 ら か 論 究 

コ ）   i)  ら を 明 
曲田 迄 の テ に 

  に 引 キ 尚   ス 少、 

に 居 、 n し 月支 区分 ト な 
特 性 お か す を 

し る そ 簿円 っハ 0. ツ を 補 す じ れ 
旦 からⅤ こ ロ 

し ね 
で か の べ ぞ て 問 

て れ 見 題 
ののの ら、はな   の 資 て 点 

被 料 い と   ス巨 I Ⅱ く 本 

Ⅰの・の 内 の 

的 こ 士 
存 ⅡⅡ と 分 

確
か
に
彼
等
に
よ
っ
て
馬
の
 

オ
す
 
p
q
 

（
の
 

ア
 

（
 
0
0
 
）
 

と
叫
 ・
 宙
 o
h
 の
力
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
。
 し
 

テ
 ロ
ギ
ア
論
は
詳
細
に
検
討
が
加
え
ら
れ
た
が
、
 こ
 

（
 
し
 
g
 -
 

れ
等
の
研
究
に
 ほ
 
内
の
 
マ
す
ひ
 
Ⅱ
 ヰ
の
 用
い
 



片
 ）
 ト
 
任
が
 

4
%
0
 

卸
の
ひ
 

コ
 岸
が
 
円
 -
 
の
 、
二
 %
 
 
㏄
の
 
コ
ぎ
笘
タ
コ
ぎ
 
ご
 つ
 Ⅱ
 0
 Ⅰ
 ㏄
二
の
の
の
 

圧
 ）
 
目
曲
 ）
笘
の
圧
 

曲
 の
侍
け
二
ロ
 

p
.
 

凄
 0
 コ
づ
 ～
け
の
山
岸
 

ひ
日
 山
 
コ
ト
 P
 ㌧
～
曲
の
・
 

（
つ
ま
り
、
そ
の
様
に
し
て
健
康
と
し
て
の
健
康
は
宍
Ⅱ
 
健
康
そ
の
も
の
は
き
石
の
中
に
無
い
の
と
同
様
、
食
物
 に
も
尿
に
 

  

 
 

ゆ
臣
 
由
ざ
 P
 硅
ま
 p
 八
ロ
 の
 ㏄
申
告
三
 

%
 
の
 巴
コ
 の
日
 ピ
旨
ヨ
 二
 %
 （
（
）
 

轄
 0
 
 
山
岸
 
い
 の
の
の
 
拝
ド
コ
 

 
 

曲
 日
日
 笘
 ）
 
p
 
。
（
し
か
し
尿
は
生
物
体
の
内
に
あ
る
彼
の
 

一
 つ
め
 健
康
を
徴
す
そ
の
故
に
の
み
健
康
で
あ
る
と
言
わ
れ
 る
の
で
あ
 

り
じ
 

 
 

の
ゴ
申
 す
の
（
・
（
自
己
自
身
の
内
に
如
何
な
る
ワ
イ
ン
も
 持
 た
ぬ
環
が
 
ヮ
 

イ
 ン
を
徴
す
の
と
同
じ
で
あ
る
。
）
 

 
 

コ
 ソ
曲
 
Ⅹ
～
 
ヨ
 の
内
の
 
コ
 の
Ⅱ
 
ド
由
ダ
 づ
目
 
ヰ
り
 の
の
の
の
・
 

仁
コ
仁
ヨ
 
-
 く
 0
 Ⅱ
 仁
 目
 
Ⅱ
 -
 す
 。
 コ
 二
目
 
ゲ
 

～
年
お
 

-
 
 
ト
 
二
の
ま
ま
 
笘
 0
 侍
す
 二
）
二
の
Ⅰ
）
）
 

0
 年
 ）
・
Ⅰ
 

-
c
 

仁
 い
田
 
仁
 Ⅱ
卸
の
由
の
。
 音
簗
 8
 日
二
の
目
色
 0
 雙
お
 ・
（
し
か
し
存
在
者
あ
る
い
 
は
 有
及
び
 

ど
の
完
全
性
も
 、
 特
に
有
、
一
者
、
真
な
る
も
の
、
 

善
 な
る
も
の
、
光
、
義
な
ど
の
様
な
普
遍
的
な
完
全
性
は
 、
 神
と
 被
造
 

物
 に
関
し
て
は
ア
ナ
ロ
ー
グ
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
）
 

先
づ
 資
料
 1
 の
め
及
び
資
料
Ⅱ
の
わ
に
 拾
 い
て
・
所
謂
 
（
の
Ⅰ
 

ヨ
ぎ
 @
 ㏄
の
 
コ
 の
「
 
P
 ）
の
の
の
一
つ
と
し
て
の
携
の
が
神
と
 
被
造
物
に
つ
い
て
 ア
 

ブ
ロ
ー
グ
に
語
ら
れ
る
事
が
明
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
更
に
 資
料
 1
 の
の
で
、
こ
の
 

窃
お
な
 被
造
物
は
し
か
し
な
 が
ら
神
の
内
に
深
く
根
 

を
 お
ろ
す
と
い
う
あ
り
方
で
持
つ
の
で
あ
っ
て
 、
 決
し
 て
 被
造
物
と
し
て
の
自
己
の
内
に
持
つ
の
で
は
な
い
と
さ
 れ
る
。
 

る由 ） Ⅱ ヨ   
  

    
  

生 
物 
体 
ヤ @ し 

あ 
る 
  
つ 
の 

そ 
し 

て 

同 
じ 

そ 
の 

健 
康 
が、 

他 
な 
ら 
ぬ 
そ 
れ 
が、 

食 
物 

の中 

ケア し 

そ 
し 

て 

尿 

の中 

にる 

(184) 

 
 

 
 

年
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0
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の
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6
1
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

ま
と
め
る
と
、
資
料
Ⅱ
の
め
か
ら
め
迄
は
、
文
脈
上
の
 不
斉
合
は
見
ら
れ
ず
、
 又
 わ
か
ら
 0
 迄
も
同
様
で
あ
る
。
 し
か
し
な
が
ら
め
か
 

ら
け
 へ
の
移
行
に
 拾
 い
て
ず
と
い
う
副
詞
を
用
い
て
 い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
の
展
開
に
放
い
て
決
定
的
な
 文
脈
の
不
斉
 合
 が
見
 

  

し
か
し
問
題
は
資
料
Ⅱ
の
め
と
の
と
の
文
脈
の
不
斉
 合
 に
あ
る
。
順
を
追
っ
て
検
討
を
加
え
て
い
く
と
、
資
料
Ⅱ
 の
め
で
、
ア
ナ
ロ
 
ギ
 

ァ
を
 多
義
性
及
び
一
義
性
の
概
念
 よ
 り
切
り
離
し
た
後
、
 
の
に
 於
 い
て
は
何
 %
 臼
り
巨
 自
身
の
ア
ナ
ロ
ギ
 ア
 の
 定
義
が
明
確
に
下
さ
れ
て
 

い
る
。
即
ち
尺
一
つ
の
も
の
の
み
を
考
え
、
こ
の
一
つ
の
 も
の
の
存
在
様
態
の
違
い
に
よ
っ
て
類
比
 諸
項
間
 の
 関
 係
を
説
明
し
よ
う
と
す
 

る
 ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
当
然
の
事
と
し
て
，
 
」
の
定
義
に
即
し
て
以
下
Ⅱ
ユ
チ
ド
 
ニ
 
自
身
の
持
ち
出
し
 た
 
「
健
康
し
の
類
比
例
 

が
 説
明
さ
れ
て
い
く
事
に
な
る
。
め
で
は
生
物
体
に
あ
 6
 月
一
つ
の
「
健
康
」
が
存
在
様
態
を
変
え
て
食
物
、
 

尿
 の
中
に
あ
る
と
語
ら
れ
 

る
 。
定
義
に
添
っ
た
具
体
例
の
説
明
と
し
て
は
そ
の
 眼
 り
に
 拾
 い
て
こ
こ
で
 
は
 文
脈
上
の
不
斉
合
は
見
ら
れ
な
い
 。
し
か
し
わ
で
は
、
 
食
 

物
や
尿
の
中
に
あ
る
と
さ
れ
た
そ
の
同
じ
一
つ
の
「
 健
 康
 」
の
存
在
様
態
を
説
明
し
て
、
石
の
中
に
「
健
康
」
が
 あ
る
以
上
の
あ
り
方
 

で
は
な
い
と
語
る
。
つ
ま
り
、
石
の
中
に
「
健
康
」
な
ど
 無
い
と
同
様
、
食
物
に
も
、
尿
に
も
「
健
康
」
は
無
い
 の
だ
と
い
う
結
論
が
導
 

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
続
く
め
で
は
、
食
物
 と
い
う
類
比
項
は
消
え
う
せ
て
、
尿
に
つ
い
て
の
み
、
 

な
 ぜ
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
 

し
る
 

ず
、
 尿
が
健
康
で
あ
る
と
云
わ
れ
 ぅ
 る
の
か
そ
の
理
由
 が
 説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
は
尿
が
生
物
体
の
内
に
あ
る
「
 健
 康
 」
を
徴
す
か
ら
で
あ
 

っ
て
、
め
で
は
尿
が
生
物
体
の
「
健
康
し
に
対
し
て
持
つ
 そ
の
関
係
が
、
ワ
イ
ン
 と
 ワ
イ
ン
ク
ラ
ン
 
ッ
 の
例
で
示
 さ
れ
て
い
る
。
（
 毛
 P
 

ぎ
年
 ビ
馬
と
は
、
居
酒
屋
の
表
に
つ
る
さ
げ
ら
れ
て
い
 る
 冠
状
の
標
識
で
、
そ
の
秋
の
醸
 酵
 し
た
て
の
若
い
 
ワ
 イ
 ン
 が
あ
る
事
を
告
げ
る
 

徴
し
で
あ
る
。
）
 

-
 
け
り
）
 

側
 に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

資
料
Ⅱ
で
は
、
神
と
被
造
物
の
の
拐
の
に
つ
い
て
見
ら
 れ
た
こ
の
ア
ナ
ロ
ー
グ
な
関
係
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 以
 来
の
 
「
健
康
」
の
事
 



類
 で
は
第
三
番
目
の
曲
 コ
主
 0
 雙
の
笘
 0
 づ
 ミ
ヰ
 0
 三
の
お
 E
 曲
 （
（
Ⅰ
子
ゑ
～
 

0
 三
の
比
例
の
類
比
あ
る
い
は
帰
属
の
類
比
 と
 呼
ば
れ
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
 

（
 
6
0
 

i
 ）
 

の
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

で
は
こ
の
健
康
の
例
に
み
る
「
の
の
の
の
に
よ
ら
ず
概
念
の
 

み
に
 よ
 る
」
類
比
、
即
ち
帰
属
の
類
比
と
は
一
体
ど
ん
 な
 構
造
を
持
っ
も
の
 

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

一
般
に
こ
の
類
比
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
本
来
の
類
比
 頃
づ
 ユ
日
け
ョ
目
凹
 0
%
 こ
ョ
 
な
る
も
の
が
存
在
し
、
共
通
 名
辞
に
よ
っ
て
表
わ
 

さ
れ
る
そ
の
類
比
本
性
は
、
こ
の
本
来
の
類
比
 項
 た
る
 第
一
類
比
 頃
 に
 於
 い
て
の
み
、
本
来
的
に
実
現
さ
れ
て
い
 る
 。
そ
の
他
の
類
比
 項
 

で
あ
る
当
色
。
 幅
 P
 守
ぎ
零
 （
 
ざ
 r
p
 派
生
類
比
 頃
 に
は
、
 

こ
の
共
通
名
辞
の
有
 す
 本
性
は
常
に
第
一
類
比
 項
 に
対
 し
こ
の
派
生
類
比
 頃
 が
 

持
っ
な
ん
ら
か
の
関
係
に
基
づ
い
て
の
み
、
名
辞
さ
れ
 て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
 何
 ら
か
の
の
の
お
に
よ
っ
 

て
 名
辞
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
外
在
的
な
関
係
を
 跨
 え
た
上
で
の
み
名
辞
さ
れ
て
い
る
事
に
な
る
。
即
ち
 
年
 の
田
内
 
コ
の
 
ま
 0
0
 Ⅹ
 曲
コ
コ
 
・
 

の
の
 
c
a
 

外
的
名
辞
で
あ
る
。
 

 
 

、
カ
エ
タ
ー
 
ヌ
ス
 の
し
の
 名
 0
 
ヨ
ぎ
仁
ヨ
 
下
コ
 
巴
 0
 
的
 Ⅰ
 の
中
で
語
ら
れ
る
三
分
 

し
か
し
 

い
 
（
の
と
い
う
副
詞
の
用
い
方
か
ら
す
る
と
、
 

い
 
音
甘
 
a
r
 

か
 
自
身
に
は
こ
の
文
脈
上
の
不
斉
合
さ
と
は
別
な
 

意
図
の
斉
 

ム
ロ
 

さ
が
 
自
 

覚
 さ
れ
て
い
た
様
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
脈
に
あ
ら
 

わ
れ
て
い
る
不
斉
合
さ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
 

目
 
。
 
吋
ゴ
 

a
r
 

（
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
 

も
つ
独
自
な
意
味
の
解
明
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
 

 
 

 
 

  

 
 

（
 
M
 
）
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先
づ
 内
的
と
云
わ
れ
る
以
上
、
共
通
名
辞
に
よ
っ
て
 語
 ら
れ
る
類
比
本
性
は
第
一
類
比
項
だ
け
で
は
な
く
、
下
位
 の
 類
比
 頃
 に
 於
 い
て
 

で、 

@ ま 
    
の 

内 * 
的 

帰属 

の 

類比 

と 

@ ま 
  
体 
ど 
の 

様 

な構 

吐炬 

を 
有 
す 
る 

  
の 

であ 

ろ 

ハ @ @ ツ 

(187) 

（
 
7
1
-
 

1
 

れ
に
 当
 る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
を
健
康
の
例
で
説
明
す
る
と
、
共
通
名
辞
に
よ
っ
て
 表
 わ
さ
れ
る
「
健
康
 
紹
三
 （
 
り
の
 
」
と
い
う
類
比
本
性
は
 、
生
物
体
と
い
う
 

づ
 Ⅰ
 
ぃ
ヨ
 
口
目
 P
 コ
ド
さ
的
り
 

ド
臣
 
ヨ
 第
一
類
比
 頃
 に
 於
 い
て
の
み
 本
来
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
例
え
ば
尿
が
「
 健
康
で
あ
る
の
曲
 コ
 年
の
」
 

と
い
わ
れ
る
の
は
、
の
 
P
 田
村
の
そ
の
も
の
が
尿
の
内
に
あ
 る
か
ら
で
は
な
く
、
生
物
体
に
あ
る
 ぎ
三
 （
曲
の
を
尿
が
 
徴
す
と
い
う
関
係
に
立
 

つ
た
め
に
、
「
こ
の
 
尿
は
 健
康
で
あ
る
」
と
外
的
に
名
辞
 さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
 

そ
れ
故
、
先
の
資
料
Ⅱ
の
り
と
㊥
の
健
康
の
説
明
は
こ
 の
 類
比
の
構
造
に
照
ら
し
て
み
る
と
妥
当
な
も
の
で
あ
る
 妻
 が
分
か
る
。
 

こ
の
健
康
の
例
で
語
ら
れ
た
帰
属
の
類
比
は
 、
 目
の
 
ガ
ア
 
の
（
 
（
よ
り
も
 穴
 0
 年
程
 後
の
ル
イ
 ソ
 サ
ン
ス
期
の
ス
ペ
イ
 ン
 の
神
学
者
Ⅱ
Ⅱ
 
P
 コ
 ・
 

ゑ
ぉ
 0
 よ
ぎ
苧
絹
 （
 
乙
養
 @
 お
 %
 分
）
の
分
類
に
 よ
 れ
 、
は
、
 
p
 コ
田
 
0
 的
 母
の
（
（
 
ロ
 す
口
 
甘
 0
 臣
 あ
の
Ⅹ
 ヰ
臣
コ
 
の
の
 
C
 戸
外
的
 帰
属
の
類
比
と
呼
ば
れ
 

る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
先
の
資
料
Ⅱ
の
の
で
下
し
た
ア
ナ
ロ
 ギ
 ァ
の
 定
義
、
「
同
じ
一
つ
の
も
の
の
そ
の
存
在
様
態
の
 区
分
に
立
っ
た
類
比
」
 

と
 卜
は
 
、
 ス
ア
レ
ス
に
 ト
み
っ
 
す
し
い
目
色
 

0
 め
 ぎ
が
 か
 
（
Ⅰ
 
ぎ
巨
ざ
コ
 ガ
ぎ
 （
 
q
p
 
コ
 の
の
 

n
p
 

内
的
帰
属
の
類
比
 

と
 名
づ
げ
ら
れ
て
 い
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
あ
 

る
 。
 

ト
マ
ス
の
の
の
 コ
 硅
の
 
コ
 z
 の
 コ
オ
 
0
 日
ヨ
 0
%
 
田
曲
 
Ⅱ
で
は
こ
の
類
比
 は
 第
三
の
類
比
、
の
の
の
 

廷
コ
由
 

二
日
の
の
の
の
の
片
ヨ
任
の
 

コ
 （
 
i
0
 

臣
の
 

ヨ
 即
ち
の
の
の
の
と
 
概
 

念
の
双
方
に
従
が
っ
た
類
比
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
 。
 カ
エ
 タ
ー
 ヌ
ス
 は
こ
の
ト
マ
ス
の
第
三
の
類
型
を
比
例
 性
の
類
比
が
屈
す
住
が
 

屈
 0
 づ
 o
q
 
（
 
@
o
 
コ
が
岸
 
（
 
曲
 （
 
ぢ
と
 同
定
し
て
い
る
が
、
今
日
で
 は
 明
ら
か
に
 誤
 ま
り
と
さ
れ
、
ス
ア
レ
ス
の
分
類
に
 よ
 る
 内
的
帰
属
の
類
比
が
こ
 



も
 内
的
に
実
現
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
一
 義
 的
で
は
な
く
ア
ナ
ロ
ー
グ
で
あ
る
限
り
第
一
類
比
 項
 と
 下
位
の
類
比
 項
 で
の
 

実
現
の
さ
れ
方
は
無
論
の
事
異
な
る
。
 

つ
ま
り
存
在
様
態
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 

，
 
」
の
存
在
様
態
の
違
 
い
は
 、
類
比
本
性
が
第
一
類
比
 頃
 に
 先
づ
 は
じ
め
に
し
か
 

も
 完
全
に
実
現
さ
れ
、
下
位
の
類
比
 頃
 に
ほ
、
そ
の
後
 で
 第
一
類
比
項
へ
の
依
存
に
基
づ
い
た
上
で
実
現
さ
れ
る
 と
い
う
、
先
後
の
順
序
 

に
よ
っ
て
（
 づ
 e
r
 官
 ぎ
の
落
 
つ
 0
 ㌔
 窯
 ぎ
こ
基
礎
 づ
 げ
ら
 れ
て
い
る
 0
 ス
ア
レ
ス
は
こ
の
先
後
の
順
序
を
特
に
重
 祝
 し
、
一
義
 性
 と
の
 区
 

（
 
り
り
 

）
 

別
 を
こ
の
先
後
の
関
係
に
置
い
て
い
る
。
 

Ⅱ
の
 
ヰ
目
び
 
笘
が
神
と
被
造
物
と
の
間
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
 と
し
 て
光
っ
 念
頭
に
置
い
た
の
が
、
こ
の
内
的
帰
属
の
類
比
 
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
 

再
 確
認
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
定
義
の
内
に
含
ま
れ
て
 い
な
か
っ
た
こ
の
「
先
後
」
の
モ
 ノ
ソ
ト
 を
検
討
し
な
く
 て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 

5
 。
し
か
し
こ
の
「
先
後
」
の
意
味
す
る
事
柄
は
神
の
創
 造
の
行
為
で
あ
っ
て
、
第
一
類
比
 項
 た
る
神
に
実
現
さ
 れ
て
い
る
 e
s
 
ぉ
が
下
 

位
の
類
比
 項
 た
る
被
造
物
の
の
乙
の
よ
り
先
で
あ
る
と
 口
の
方
 
ゴ
が
ぺ
 
（
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
。
 

以
 上
か
ら
 
由
 0
%
 
す
 a
r
 
（
が
 

神
と
被
造
物
の
 9
 お
 
に
つ
い
て
定
義
を
下
し
た
ア
ナ
 ロ
 ギ
ア
は
間
違
い
な
く
 目
田
 0
 四
の
笘
 寄
ぎ
き
 @
o
 
三
の
ぎ
（
 （
 ぎ
 の
の
 

c
a
 
 

内
的
帰
属
の
 

類
比
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
 

「
内
的
帰
属
の
類
比
」
で
神
も
被
造
物
も
そ
れ
故
に
「
 
有
 る
 」
と
ア
ナ
ロ
ー
グ
に
語
ら
れ
る
時
、
そ
の
の
窩
の
は
 実
在
の
仕
方
は
先
後
 

に
よ
っ
て
異
な
る
に
せ
よ
、
神
に
も
被
造
物
に
も
そ
れ
ぞ
 れ
 自
己
の
も
の
と
し
て
 見
ぃ
 出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
 
そ
 れ
が
為
に
内
的
に
「
 有
 

る
 」
と
名
辞
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

す
る
と
こ
こ
で
極
め
て
や
っ
か
い
な
問
題
が
も
ち
上
が
 る
 。
資
料
Ⅰ
の
の
で
被
造
物
は
そ
の
の
お
の
を
被
造
物
と
 し
て
の
自
己
の
内
に
 

持
つ
の
で
ほ
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
 更
 に
 
内
の
 
サ
 方
が
 
ユ
 
に
は
「
無
の
教
 
説
 」
と
し
て
有
名
な
次
の
 言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
 

か
ら
で
あ
る
。
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内
的
帰
属
の
類
比
か
ら
は
こ
の
被
造
物
の
無
は
一
体
ど
 の
 様
に
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
ま
と
め
れ
 ば
 我
々
の
出
発
点
で
 

あ
っ
た
資
料
Ⅱ
の
め
と
の
の
間
の
文
脈
の
不
斉
 含
 も
 、
内
 的
 帰
属
の
類
比
を
外
的
帰
属
の
類
比
で
説
明
し
ょ
う
 と
 し
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
 

混
乱
で
あ
っ
た
と
一
応
解
釈
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
 し
 か
し
こ
の
不
斉
合
は
二
つ
の
型
の
類
比
の
不
用
意
な
混
 在
 に
よ
る
単
な
る
乱
脈
 

だ
ハ
斤
 
し
し
か
土
日
 

ゅ
抹
 し
よ
什
は
Ⅰ
い
で
ふ
 

ハ
リ
ろ
ナ
 

Ⅰ
 ノ
か
 。
 

以
上
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
 、
 已
の
村
 
す
 a
r
 

（
は
 

帰
 属
の
類
比
に
於
け
る
内
的
、
外
的
の
区
別
に
相
応
す
る
 質
的
区
分
を
導
く
内
 

的
 類
比
の
具
体
例
を
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
観
点
は
先
 つ
 排
除
し
て
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ラ
テ
ン
語
著
作
 に
 次
の
様
な
個
所
が
あ
 

る
か
ら
で
あ
る
。
 

「
実
体
的
な
も
の
の
み
が
の
次
の
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
 る
 。
偶
有
性
は
の
お
の
を
与
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
 、
 「
こ
れ
程
の
大
き
さ
 

で
あ
る
し
と
い
っ
た
様
な
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
与
え
る
こ
 と
が
な
い
。
・
・
・
…
偶
有
性
は
む
し
ろ
、
そ
の
の
 ぉ
 e
 を
 そ
 の
 保
有
者
（
実
体
）
を
 

通
じ
て
そ
の
保
有
者
に
放
い
て
受
け
と
る
の
で
あ
る
。
 

す
べ
て
こ
の
様
な
も
の
（
偶
有
性
）
は
つ
ま
り
、
 

存
 往
者
で
あ
り
物
で
あ
る
 

 
 

一
つ
の
も
の
へ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
、
即
ち
実
体
へ
の
ア
ナ
ロ
 ギ
 ア
 に
お
い
て
の
み
存
在
者
あ
る
い
は
現
実
的
な
事
物
 で
あ
る
の
で
あ
る
。
 ，
一
 

こ
こ
で
は
実
体
と
偶
有
性
が
「
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
ア
ナ
 

ロ
 ギ
 ア
 が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
実
体
と
偶
有
 性
の
 ア
ナ
ロ
ギ
ア
 
例
 

が
 内
的
帰
属
の
類
比
の
代
表
例
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
 あ
る
。
し
か
も
定
窯
 守
窯
 （
 巴
お
ゴ
 の
「
に
よ
っ
て
 
ト
 
マ
ス
の
 師
 
く
肝
）
 

す
の
 
Ⅰ
 亜
仁
の
 

ヨ
の
 の
 コ
ロ
 
の
の
の
の
 コ
 （
の
 
コ
い
 
の
 コ
オ
 
。
ヨ
ヨ
目
釘
Ⅱ
の
内
に
も
 
帰
 属
の
類
比
の
内
的
、
外
的
に
相
当
す
る
区
分
が
見
 5
 け
 ら
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
 

-
 
四
 @
 

れ
て
い
る
。
更
に
は
ト
マ
ス
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
区
別
 は
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 例
え
 ば
 
「
 対
 異
教
徒
大
全
」
 

の
 第
三
十
四
章
で
ほ
次
の
様
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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意
味
で
も
な
い
。
す
べ
て
の
被
造
物
、
そ
れ
は
純
粋
な
血
 ハ で
あ
る
。
・
 一
 

「
す
べ
て
の
被
造
物
は
純
粋
な
無
で
あ
る
。
私
が
語
る
の
 は、
 取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
の
意
味
で
も
、
更
に
は
 或
 る
 何
か
で
あ
る
と
の
 



ほ
 こ
れ
を
更
に
二
分
し
て
い
る
が
、
要
約
す
る
と
次
の
様
 に
な
る
。
 

け
 多
く
の
も
の
が
一
つ
の
も
の
へ
の
関
係
に
立
っ
て
 い
 る
 場
合
。
 例
 、
健
康
。
外
的
帰
属
の
類
比
に
相
当
。
㈲
 二
 つ
の
も
の
の
順
序
や
関
 

係
が
 、
こ
の
二
つ
の
も
の
以
外
の
他
の
あ
る
も
の
の
上
 で
つ
か
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
等
の
う
ち
の
 一
 つ
の
も
の
の
上
で
つ
か
 

ま
れ
て
い
る
場
合
。
 例
 、
実
体
と
偶
有
性
。
内
的
帰
属
 の
 類
比
に
相
当
。
 

更
に
ト
マ
ス
は
神
と
被
造
物
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
 こ
 の
 ㈲
の
仕
方
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
 つ
ま
り
人
間
は
神
の
 

認
識
へ
と
被
造
物
よ
り
近
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
、
、
（
 

2
 
2
 
 

）
 神
と
 被
造
物
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
名
辞
の
事
柄
 
父
 の
の
 コ
 0
 日
ぎ
目
ヨ
 
）
は
神
の
 

内
で
は
存
在
様
態
に
対
応
し
て
 先
 な
る
も
の
と
し
て
 
a
 の
 （
 屈
 ぎ
の
）
あ
る
が
、
名
辞
の
概
念
（
 
r
a
 
（
 
ざ
コ
 0
 日
ぎ
あ
 ）
は
し
か
し
、
後
な
る
 

も
の
と
し
て
（
 づ
 e
r
 
づ
 o
 降
 q
 ぎ
の
 
）
あ
る
と
す
る
。
 

さ
て
以
上
の
様
に
、
当
時
の
資
料
的
な
 之
ぎ
 e
p
 

仁
に
 

於
 い
て
も
帰
属
の
類
比
の
内
的
、
外
的
な
実
質
的
区
分
は
意
 議
 さ
れ
て
い
た
し
、
 

ヌ
已
 。
 ガ
す
 
p
 ユ
 
自
身
の
資
料
中
に
も
内
的
、
外
的
の
類
比
 側
 が
そ
の
構
造
の
理
解
に
立
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
 を
 見
る
こ
と
が
出
来
る
 

の
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
な
ぜ
神
と
被
造
物
の
関
係
が
帰
属
の
類
比
で
 伍
 
明
 
ら
れ
る
時
、
外
的
で
は
な
く
内
的
帰
属
の
類
比
で
な
く
 て
は
な
ら
な
い
の
で
 

あ
る
か
、
そ
の
理
由
を
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
論
理
的
構
造
に
 添
っ
て
次
に
点
検
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 

健
康
の
例
を
用
い
れ
ば
「
 奉
日
 （
 
ド
の
 
」
と
い
う
類
比
本
性
 

確
か
に
第
一
類
比
 項
 で
あ
る
生
物
体
に
し
か
実
在
 し
な
い
も
の
で
、
 
そ
 

へ
の
順
序
と
関
係
に
従
う
の
で
あ
る
（
 ぎ
 o
E
 
コ
 Ⅰ
 仁
ヨ
 0
 「
 
Ⅰ
）
 
コ
 e
 日
セ
荘
 Ⅰ
の
の
で
の
 

C
 圧
 
佳
日
 ド
隼
い
甘
 
p
 年
）
 
隼
 ヒ
コ
店
コ
 

プ
 ）
 0
 
」
 こ

こ
で
は
 先
づ
 
「
一
つ
の
 

 
 

0
 者
へ
の
順
序
と
関
係
」
と
い
う
構
造
モ
メ
ン
ト
か
ら
 ア
 ナ
ロ
 ギ
ア
と
し
て
は
帰
属
の
類
比
が
考
え
ら
れ
て
い
る
 事
 が
分
か
る
。
ト
マ
ス
 

「
神
と
そ
の
他
の
事
物
（
被
造
物
）
に
つ
い
て
は
一
義
的
 

で
も
、
多
義
的
で
も
な
く
ア
ナ
ロ
ー
グ
に
語
ら
れ
る
 
。
つ
ま
り
一
つ
の
者
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口
の
ミ
屈
ユ
の
 貸
料
に
戻
る
と
、
定
義
か
ら
は
内
的
帰
属
 の
 類
比
を
基
本
的
な
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
し
て
想
定
し
た
に
 も
か
か
わ
ら
ず
、
 

な
 

ぜ
外
的
帰
属
の
類
比
の
典
型
例
で
あ
る
「
健
康
」
の
事
 例
を
巳
の
村
 甘
曲
 
（
り
は
説
明
に
用
い
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
 

資
料
Ⅱ
の
め
 、
わ
で
は
 食
物
と
尿
の
二
つ
の
派
生
類
比
 頃
 が
登
場
す
る
が
、
外
的
名
辞
の
理
由
を
示
す
の
で
は
 尿
 だ
け
が
取
り
上
げ
ら
 
67  (i9D 

立
ち
得
な
い
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
な
ら
ば
も
し
「
有
る
」
と
い
う
共
通
名
辞
を
外
的
 帰
属
の
類
比
で
語
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
体
ど
う
な
る
か
 。
外
的
名
辞
の
構
造
 

か
ら
こ
の
共
通
名
辞
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
本
性
が
 実
現
さ
れ
て
い
る
の
は
第
一
類
比
 項
 即
ち
神
に
 
掩
 い
て
 の
み
と
な
り
、
派
生
類
 

比
 項
の
被
造
物
に
は
、
 
窃
 き
は
現
実
に
は
無
 
い
 こ
と
に
 な
る
。
被
造
物
は
 コ
 0
 コ
豊
 即
ち
 
コ
ぎ
臣
無
 と
な
る
。
 
こ
の
結
果
我
々
は
 
、
全
 

く
 現
実
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の
と
、
存
在
し
て
い
る
 も
の
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
い
う
無
意
味
な
結
論
を
手
に
す
 る
に
す
ぎ
な
い
：
 

の
 の
 オ
ア
 
P
 臣
 
自
身
、
外
的
帰
属
の
類
比
構
造
に
よ
っ
て
 、
 「
被
造
物
の
無
」
の
 教
 説
を
基
礎
づ
 
け
 2
5
 
と
し
て
い
た
 わ
 げ
で
も
無
い
し
、
 

 
 

ス
 自
分
身
を
も
含
め
被
造
物
が
存
在
論
的
に
非
存
在
で
 あ
る
と
考
え
て
い
た
わ
げ
で
も
無
論
な
い
。
む
し
ろ
人
間
 に
 生
起
し
て
く
る
極
め
 

て
 鋭
い
意
味
の
被
造
物
の
不
ガ
テ
ィ
フ
な
存
在
性
を
熟
知
 し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
被
造
物
の
無
」
の
 

教
説
 が
語
 ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

@
 
勿
 @
 

Ⅰ
地
獄
で
燃
え
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
無
で
あ
る
。
」
「
 
被
 造
物
の
無
」
の
 教
 説
の
真
の
意
味
は
後
に
見
る
如
く
 認
 議
論
的
問
題
領
域
に
 

存
す
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

の
他
の
派
生
類
比
 諸
頃
 に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
尿
は
生
物
 体
の
健
康
を
徴
し
、
食
物
は
生
物
体
の
健
康
を
維
持
す
 る
と
い
 

い
て
の
み
「
 ぎ
 目
の
健
康
で
あ
る
」
と
呼
ば
れ
る
に
す
 ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
の
が
 
コ
 仁
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
 
う
と
、
 

自
体
が
「
有
る
」
こ
と
に
は
全
く
変
わ
り
が
な
い
。
 即
 ち
の
曲
 コ
 仁
の
で
あ
る
と
い
う
名
辞
は
類
比
 項
 自
体
の
存
在
 の
レ
 
。
 
へ
 

（
 
為
 -
 

か
わ
り
の
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
外
的
名
辞
の
構
造
を
有
す
る
外
的
帰
属
の
類
比
 と
 は
 、
そ
の
類
比
 項
 自
身
の
の
幼
の
が
既
に
前
提
と
さ
れ
 て
い
 ぅ

 関
係
に
基
づ
 

尿
や
食
物
そ
れ
 

ル
 に
は
全
く
か
 

な
け
れ
ば
成
り
 



神
と
被
造
物
の
か
か
る
関
係
は
 、
父
 ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
 1
 世
を
失
い
悲
し
み
の
淵
に
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
女
王
ア
グ
ネ
 ス
 に
書
 き
 贈
っ
 

さ
れ
る
。
「
神
の
慰
め
の
書
し
 餓
ヴ
 E
o
 
宇
宙
空
港
（
二
の
 
ぎ
ミ
 で
 o
e
 

の
（
Ⅰ
 

コ
も
 」
の
中
で
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
 形
 で
 示
さ
れ
て
い
る
。
 

ナ， Ⅰ 

と 

れ
て
い
る
。
 
又
 更
に
の
で
は
こ
の
理
由
の
補
強
と
し
て
、
 

ワ
イ
ソ
 ク
ラ
ン
 ッ
 空
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
 
尿
 」
 は
 生
物
体
の
健
康
を
 

一
 
・
徴
す
」
故
に
健
康
で
あ
る
と
名
づ
げ
ら
れ
、
ワ
イ
ン
ク
 

，
る
 

ラ
ン
 ッ
 も
同
様
に
ワ
イ
ン
が
あ
る
こ
と
を
「
徴
す
」
と
 い
う
 機
能
を
有
す
る
。
 

「
如
何
な
る
被
造
物
も
常
に
神
を
喰
ん
で
い
る
（
の
 

日
こ
 。
 

更
に
こ
の
の
 日
 （
ん
の
 
仁
笘
 （
（
 喰
む
｜
 飢
え
る
）
の
関
係
は
 

つ
ま
り
資
料
 n
 の
内
的
帰
属
の
類
比
の
定
義
に
つ
づ
い
て
 

被
造
物
の
右
の
構
造
を
次
の
様
に
一
層
独
自
な
も
の
と
 

被
造
物
は
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
常
に
飢
え
 

、
こ
の
定
義
に
更
に
導
入
し
た
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
 て

い
る
公
害
ふ
こ
。
 

し
て
明
ら
か
に
し
て
 

関
係
契
機
は
、
こ
の
 

い
 田
の
汗
 コ
の
ア
曲
 

～
 
曲
村
宙
 
（
「
指
示
性
格
」
に
他
な
ら
な
い
の
 で
あ
る
。
 

の
 指
示
性
格
は
他
の
個
所
て
は
 

、
 

。
 -
5
@
2
 
 

、
 尿
 、
ワ
イ
ン
ク
ラ
ソ
 ッ
 に
つ
づ
い
て
被
造
物
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
、
被
造
物
 と
は
神
を
「
指
し
示
 

す
も
の
 

罠
拐
 」
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
し
て
，
 

」
こ
で
取
り
出
さ
れ
た
指
示
性
格
は
更
に
独
自
な
動
性
を
 得
て
言
い
換
え
ら
れ
 

て
い
く
。
 

（
 
然
 ）
 

な
ぜ
な
ら
、
被
造
物
は
決
し
て
自
己
自
身
に
由
来
す
る
 も
の
で
は
な
く
、
 
他
 な
る
者
に
よ
っ
て
（
牛
田
 ご
 ）
 あ
 る
か
ら
で
あ
る
。
」
 

指
示
性
格
は
こ
の
様
に
「
飢
え
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
 神
を
指
し
示
す
そ
の
あ
り
方
が
 、
 神
を
飢
え
る
と
い
う
 動
 性
に
置
き
換
え
ら
 

れ
る
。
そ
し
て
飢
え
る
の
は
、
被
造
物
が
常
に
神
を
「
 
喰
 ん
で
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
 に
い
の
 二
 リ
ゴ
 
コ
 の
 
ゴ
 の
が
Ⅱ
如
才
 

任
 
e
 Ⅱ
 

の
 有
す
る
究
極
の
意
味
が
語
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 即

ち
「
被
造
物
は
有
る
が
故
に
 喰
 み
、
他
に
よ
り
て
 有
 る
が
故
に
飢
え
る
。
 

已
隼
仁
コ
 

（
・
向
田
り
の
 
C
 耳
 ・
お
目
 ぎ
コ
 ダ
 
曲
目
 
P
 
筏
が
 ヴ
 が
 目
 。
 

@
 
幻
 @
 

の
 
ヒ
コ
（
・
 

し
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マイスター・ ヱック   に 於ける思惟の 動性 

な 対 

物 「 
  
  
の は 
も 一 
の つ 

た の 
る 純 
の 粋 
紹 な 
の 虹 
ほ で 

よ る 
つ る 

て ピ 

Ⅹ の ）． 舌五 と 

00  （ @ つ ロ ロ る 

お % き 

し 
まぁ 

無 るの 「 」 

  
」 存 
と 性 
い に 
ぅ 約 
事 し 

に て 

な 存、 
ろ 在、 

5 。 論 約 
ウ @ - 
釈 
義 
す 
る 
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も
の
で
あ
る
。
 

門
ニ
 臼
 a
r
 

（
は
こ
の
様
に
し
て
、
被
造
物
の
内
に
あ
っ
て
 

被
造
物
を
現
に
あ
ら
し
め
て
い
る
 
0
 拐
の
を
、
外
的
 帰
 属
の
関
係
契
機
 

つ
で
あ
る
い
 乱
宵
の
コ
 
の
オ
リ
 

母
オ
 （
の
（
を
通
じ
て
、
徹
底
的
 
に
 神
に
帰
属
せ
し
め
よ
 う
と
 試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

即
ち
資
料
Ⅱ
の
め
か
ら
の
の
文
脈
の
不
斉
合
は
、
こ
の
 関
係
契
機
を
導
入
し
ょ
う
と
し
た
意
図
か
ら
生
じ
た
混
乱
 と
 解
す
る
事
が
 

る
 。
Ⅱ
の
 
村
 甘
 い
ユ
 の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
を
極
め
て
独
自
な
も
 の
に
し
て
い
る
こ
の
関
係
契
機
と
は
、
一
言
で
云
え
ば
 被
 造
物
の
有
す
る
 の

一
 

出
来
 

「
 絶
 

な
い
事
と
な
る
。
 

こ
の
一
瞬
一
瞬
の
神
の
の
琢
の
借
 支
 は
、
同
時
に
被
造
物
 が
 常
に
神
に
飢
え
る
と
い
う
、
被
造
物
と
し
て
の
根
本
 動
 性
を
基
礎
づ
け
る
 

その存在論的理 拠 

造
物
の
間
に
見
ら
れ
て
い
る
と
云
い
得
る
。
 

以
上
の
観
点
か
ら
ま
と
め
る
と
、
被
造
物
が
「
有
る
」
 

現
に
「
有
る
」
そ
の
の
 甑
降
轄
 の
を
支
え
て
い
る
の
拐
の
 

の
は
神
か
ら
不
断
に
の
拐
の
を
借
り
受
け
て
い
る
か
ら
で
 あ
っ
て
、
被
造
物
が
 

は
神
か
ら
借
り
受
け
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
被
造
物
 固
有
の
所
有
物
で
は
 

宙
 「
 
日
ぎ
 レ
め
の
 
コ
 の
「
 
ゅ
 汀
の
と
し
て
Ⅱ
の
 村
プ
リ
ユ
 
で
は
単
に
 口
 曲
の
下
す
の
（
「
 

a
 ガ
 （
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
文
句
の
の
 
巨
芽
 o
p
 

三
の
と
し
て
 

神
 

の
 内
で
は
同
等
に
見
な
さ
れ
 ぅ
る
 完
全
性
で
あ
る
。
 即
 ち
の
の
の
の
に
関
し
て
も
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
す
 
ミ
 日
日
 

同
様
の
事
態
が
神
と
 

被
 

こ
こ
で
は
善
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
資
料
Ⅱ
の
 )
>
 

、
 で
も
見
る
如
く
 、
 の
拐
の
 
-
 岸
コ
目
ヨ
 

。
 せ
 目
口
目
，
 す
 0
 コ
年
日
，
 
～
 
仁
 Ⅹ
 @i
C
 
の
（
 
黒
 母
は
 

「
す
べ
て
の
 善
 ぎ
も
の
は
人
間
に
神
が
貸
し
 給
う
 た
（
 も
 ヨ
こ
 ③
も
の
で
、
決
し
て
自
分
の
も
の
に
と
与
え
 
結
 う
 た
も
の
で
は
な
い
。
 

（
Ⅰ
 

り
 
2
 
u
"
 

被
造
物
に
は
神
は
如
何
な
る
善
き
も
の
も
与
え
 給
 わ
ず
、
 仮
 り
に
貸
し
渡
し
給
分
に
す
ぎ
な
い
。
」
 



し
か
し
こ
の
場
合
重
要
な
の
は
、
め
 り
ヰ
ゴ
 
a
r
 
（
が
持
ち
込
 ん
だ
絶
対
依
存
性
と
は
、
下
位
の
類
比
 頃
 に
実
現
さ
れ
 
て
い
る
類
比
本
性
の
 

所
有
帰
属
関
係
を
語
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
内
的
 帰
属
の
類
比
の
基
本
構
造
を
損
 ぅ
 も
の
で
は
な
い
と
い
う
 事
で
あ
る
。
 

こ
の
事
は
逆
に
云
え
ば
、
被
造
物
の
窃
 お
ほ
神
 自
身
 の
の
の
の
の
で
は
あ
る
が
、
正
に
下
位
の
類
比
 
項
 た
る
 被
造
 物
の
内
に
あ
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
神
の
内
の
の
の
の
の
と
は
本
質
的
に
（
被
造
物
の
 

，
，
、
 @
 

本
質
の
の
の
の
ま
㍗
に
限
定
さ
れ
て
）
異
な
る
様
態
を
取
 

っ
て
い
る
と
い
う
事
に
 

な
る
。
 

被
造
物
の
内
に
あ
り
、
被
造
物
を
し
て
あ
ら
し
め
て
い
 る
 
の
お
の
を
 尚
 か
つ
被
造
物
の
所
有
物
で
な
い
と
し
得
る
 理
拠
は
、
 
神
が
一
瞬
 

一
瞬
こ
の
の
琢
の
を
貸
し
渡
し
て
い
る
と
す
る
不
断
の
反
 復
の
構
造
で
あ
る
。
 

「
有
の
の
の
の
」
を
神
に
す
べ
て
い
 痔
 ゴ
ド
巨
は
帰
せ
し
め
 
て
い
る
と
語
る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
以
上
の
意
味
に
 於
い
 て
 理
解
さ
れ
ね
ば
な
 

ら
な
い
。
 

被
造
物
が
「
有
る
」
の
は
そ
れ
故
神
の
内
に
 拾
 い
て
、
 神
 の
 有
に
立
っ
て
「
有
る
」
の
で
ほ
な
く
、
神
の
 、
 外
な
 る
 有
に
 拾
 い
て
「
 有
 

る
 」
の
だ
と
云
え
る
。
そ
れ
故
に
被
造
物
は
常
に
神
へ
と
 向
う
 根
本
 動
 性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
 

被
造
物
が
そ
の
都
度
神
よ
り
の
の
の
の
を
借
り
受
け
て
 

有
 り
っ
 づ
け
る
と
い
う
事
を
 、
 逆
に
神
の
側
か
ら
見
る
な
ら
 ば
 、
不
断
の
神
の
創
 

造
の
行
為
が
語
ら
れ
て
い
る
事
に
他
な
ら
な
い
。
複
道
 物
 の
の
甑
の
（
の
 

口
 （
田
の
継
続
性
は
創
造
主
た
る
神
の
不
断
 の
 創
造
行
為
に
支
え
ら
 

れ
て
い
る
事
に
な
る
。
 

絶
対
依
存
性
の
関
係
契
機
を
導
入
し
た
内
の
ヰ
す
が
 
ユ
 
の
 ，
 
」
の
内
的
帰
属
の
類
比
は
、
同
時
に
申
 客
 a
r
 
（
に
 於
げ
 る
 
「
創
造
」
の
意
味
 

を
も
明
か
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
内
の
村
二
の
「
（
に
あ
っ
て
 は
神
の
こ
の
創
造
の
行
為
は
一
瞬
一
瞬
、
全
被
造
物
を
 あ
ら
し
め
る
神
の
根
源
 

的
な
生
命
の
 力
 の
横
溢
 と
 一
 つ
に
 見
ら
れ
て
い
る
。
 
そ
 れ
 故
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
金
襖
 造
物
 は
 常
に
神
へ
の
 

の
 の
の
の
に
飢
え
る
と
い
う
根
本
 動
 性
を
携
え
る
の
で
あ
る
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の
も
の
の
 
レ
 由
ハ
 
ざ
頓
 0 コ
 と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
 の
魂
の
内
の
ぎ
 8
 二
の
 
り
 （
仁
の
と
い
う
 力
 は
Ⅱ
 0
 オ
 す
 が
Ⅱ
（
 に
あ
っ
て
は
ど
の
様
に
 

イスター   

田 屈の 神 
の の 

力 子 
ほ の 

よ 誕 
つ 生 
て と 

成 は 
ぜ   

  
る 日 

ののののしか 

もの こ 直 

認識 の魂の 接 
  
    
Ⅰ D  "@  @ """ 

すの 日由りれば補 

の は内の 仏像 
ガ 下 と 

して が ユ 

で、 魂 
は に 
押 字 
の え 
内 ら 
め れ 
芳 魂 
彼 の 
造 本 
均 質 
一 な 
ま な 

す中 の）） e 

コ 日の ト の 円 二の 

ノの 

そ つ 

    (195) 

  ヱッ クハルトに於ける   巴惟 の 動 性とその存在論的理 拠 

を 認 成 し 
性ネし & の Ⅰ 

  
O ト 
  

ロ碑 

も 

  
    ロヨ 

は 
  
  

魂     の 
      
      
で、 ま年 ㈲ れる 曲 3 （ @   我 
  
は   
論文 

「 色ゑ げら 

    
いわ 

- コ 

    
曲 ）   下コ 

こ 」 
ロ Ⅱ コ 
  
  

とさ ゑ 岸の 

  る で を 」 
」 

い 目る れ で・ 取 
  

舐挑め Ⅰがコ田口 「 
出   

ち 省こ ・ て口 セ 

ナ， Ⅰ 

す 
日 の ス 

  に 放 神へののの 

れ の の い 

の 動 て 
（ 住 成ヨぃコ （の ト汀 ま仁の閃光のぎセ % コヰ された 直 性 戒 
知 ぎ 果 接 の 就 

こ
の
様
に
し
て
、
被
造
物
と
し
て
の
魂
が
携
え
る
神
へ
の
 動
 性
は
絶
対
依
存
性
を
契
機
と
す
る
内
的
帰
属
の
類
比
 に
よ
っ
て
、
存
在
仏
師
 

 
 

的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



「
神
を
求
む
る
に
或
る
手
だ
て
を
用
い
て
為
す
者
は
、
 

そ
 の
手
だ
て
を
手
に
入
れ
る
に
止
ま
り
、
手
だ
て
故
に
隠
る
 る
 神
を
遂
に
は
と
ら
 

@
 
㌍
 @
 

ぅ
る
 事
が
な
い
。
然
る
に
神
を
如
何
な
る
手
だ
て
も
 介
 さ
ず
 （
 
ゆ
コ
 
の
 毛
 ず
の
）
求
む
る
者
は
、
神
を
有
る
が
ま
ま
の
姿
 
で
つ
か
む
者
で
あ
る
。
」
 

「
或
る
手
だ
て
 
韻
ず
こ
 
と
ほ
 被
造
 的
手
段
の
す
べ
て
を
 一
 
ム
う
 。
こ
こ
で
は
そ
れ
故
、
祈
り
や
瞑
想
さ
え
も
空
し
い
 と
さ
れ
る
。
祈
り
や
 

瞑
想
で
出
会
わ
れ
る
神
は
 、
 祈
り
の
相
で
と
ら
え
ら
れ
た
 神
 、
瞑
想
の
相
で
と
ら
え
ら
れ
た
神
で
あ
り
、
そ
の
厚
い
 

「
衣
裳
の
下
に
 
仁
 口
ロ
 
の
 「
 

-
@
 

Ⅱ
）
 

@
 
㏄
 @
 

の
ぎ
の
 
ヨ
 
仁
の
日
の
」
隠
れ
た
神
で
あ
っ
て
「
覆
い
の
無
い
 
裸
の
右
の
の
の
の
 コ
 年
年
年
日
の
ぎ
の
せ
の
 

団
日
 ぎ
の
」
で
は
決
し
 て
 無
い
か
ら
で
あ
る
。
 

@
 
㏄
 -
 

「
 押
 へ
は
如
何
な
る
通
路
も
無
し
。
」
 

神
へ
の
杜
絶
。
神
へ
の
 動
 性
を
本
来
有
す
る
に
も
か
か
 わ
ら
ず
、
こ
の
否
定
性
が
被
造
物
の
現
実
に
携
え
る
正
当
 な
 意
味
で
あ
る
と
さ
れ
 

る
の
で
あ
る
。
我
々
が
神
へ
と
 向
 う
べ
く
 被
造
 的
な
営
み
 
を
 駆
使
す
る
事
は
、
同
時
に
我
々
の
こ
の
不
可
能
さ
を
 覆
い
隠
す
こ
と
と
一
 

つ
 

で
あ
る
 0
 こ
こ
に
被
造
物
の
起
源
と
し
て
（
 窯
 8
 ヰ
 0
 の
 ぉ
 三
三
 0
 ）
語
ら
れ
た
「
 無
 」
の
更
に
一
段
と
真
 刻
 な
意
 味
が
あ
る
。
即
ち
認
識
 

論
 的
な
意
味
で
の
根
本
無
明
で
あ
る
。
か
か
る
無
明
は
 被
造
物
の
閉
塞
さ
れ
た
自
己
同
一
性
の
有
す
る
虚
妄
な
 自
 己
 意
識
に
よ
っ
て
も
た
 

ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
 魂
は
 神
よ
り
の
の
お
の
 
の
 情
事
 な
昧
 ま
し
、
自
己
固
有
の
の
琢
の
と
し
て
自
己
 意
識
を
成
立
さ
せ
、
 
他
 

者
と
し
て
の
被
造
物
に
、
所
有
、
獲
得
、
支
配
等
の
利
生
 
口
 能
所
の
関
係
を
切
り
結
ぶ
。
無
明
と
は
即
ち
こ
の
井
本
 来
 的
な
自
己
確
信
 よ
 り
 

生
ず
る
意
識
で
あ
る
。
他
の
被
造
物
と
の
関
係
に
封
じ
 ，
 
」
め
ら
れ
た
内
で
為
さ
れ
る
こ
の
自
己
確
信
の
プ
ロ
セ
ス
 は
 、
関
係
他
者
で
あ
る
 

被
造
物
と
の
分
か
ち
が
た
き
結
び
つ
き
の
内
で
更
に
一
段
 と
 深
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
目
的
対
象
た
る
被
造
物
 の
 喪
失
や
崩
壊
に
応
じ
 

し 

て神 

を 
と 

ⅡⅡ 

  
ら 

え 

コの 

る 

㎏ と 

笘 叶い 

さ 

  
  

  て 
  

離 る 

脱 の 

であ 

ろ 
@ 
か 
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マイスター・エック   トに 於ける思惟の 動性とそ の 存在論的理 拠 

 
 

 
 

 
 

を
 
携
え
て
い
る
。
即
ち
他
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
否
定
 

性
で
あ
る
。
し
か
し
神
は
一
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
 

否
定
性
を
否
定
す
る
も
 

-
 
辞
 
-
 

の
で
あ
る
。
 

し
 

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
魂
の
 

ヨ
富
 

二
の
 

c
 
（
 
ヰ
 
の
と
い
う
 

動
 
性
 
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
自
己
認
識
の
真
な
る
深
ま
り
 

と
は
、
そ
れ
故
、
こ
の
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て
 様
々
な
苦
し
み
の
相
を
現
じ
て
や
ま
な
い
。
の
み
な
ら
 ず
 自
己
は
そ
れ
 故
 更
に
自
己
た
る
確
信
を
深
め
よ
う
と
 被
造
物
の
内
仁
一
層
深
 

く
 埋
没
し
て
い
く
。
こ
の
 悪
 無
限
の
様
相
を
呈
し
な
が
 ら
 当
面
の
生
の
随
処
に
生
み
出
さ
れ
る
無
明
が
「
被
造
物
 の
無
 」
の
 右
す
 認
識
論
 

的
な
意
味
で
あ
る
。
 由
 。
 村
ゴ
曲
ユ
は
，
 

」
の
自
己
の
あ
り
方
 
を
の
ば
の
 
コ
 の
の
 
ゴ
ゅ
 
（
（
（
我
執
）
 
と
な
 ，
つ
げ
る
。
 

そ
れ
故
に
目
 芙
ぎ
ユ
 
は
自
己
と
す
べ
て
の
被
造
物
か
ら
 自
由
と
な
る
事
、
即
ち
「
が
す
の
的
の
の
 

c
 汀
田
の
 ロ
ゴ
の
 

ぃ
 
（
離
脱
 」
を
説
く
の
で
あ
 

 
 

構
造
、
借
 事
 の
 右
 、
つ
ま
り
自
己
の
無
を
見
抜
く
ぎ
（
 ニ
 目
 
の
の
（
仁
の
に
よ
る
自
己
認
 

識
 過
程
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
内
の
 
ヰ
す
 
が
（
 
田
に
於
 い
て
は
こ
の
様
に
、
こ
の
無
が
知
ら
れ
る
こ
と
 は
 、
こ
の
無
が
生
き
 
ら
 

れ
る
こ
と
、
即
ち
 
ぎ
 （
の
 
卜
こ
ゑ
 
仁
の
に
よ
っ
て
認
識
論
的
 自
己
否
定
と
し
て
担
わ
れ
る
こ
と
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
 い
る
。
 

存
在
論
的
傾
斜
に
立
て
ば
、
「
離
脱
」
は
無
規
定
、
無
分
 
節
 、
無
限
な
る
神
の
 ぢ
 き
日
の
の
お
を
限
定
す
る
被
造
物
 の
 有
す
る
 被
造
性
そ
 

の
も
の
を
脱
す
る
事
で
あ
る
。
 号
 当
ョ
 

e
s
 

お
の
限
定
性
 

で
あ
る
同
性
 宕
 三
年
 
臼
 （
 
P
 ③
と
し
て
の
本
質
（
の
の
の
の
三
田
 

が
 ）
を
韻
の
的
の
式
日
 

山
 
の
お
 コ
 

す
る
事
と
も
云
え
よ
う
。
但
し
こ
の
 動
性
は
 、
自
己
認
 識
の
深
ま
り
に
 放
 い
て
魂
の
心
的
 境
位
 と
し
て
の
み
成
ぜ
 ら
れ
る
事
な
の
で
あ
 

る
 。
 

如
何
な
る
深
ま
り
に
 掩
 い
て
で
あ
ろ
う
か
。
 



参
考
 性
 即
ち
向
田
口
 臼
 （
簿
の
と
い
う
 
彼
造
 性
に
よ
っ
て
 成
 立
し
て
い
る
自
他
、
能
所
、
主
客
の
個
我
意
識
を
溌
 無
す
 る
 魂
の
脱
 目
 的
な
自
己
 

否
定
の
あ
り
方
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
魂
の
脱
 自
 性
は
右
の
引
用
文
の
如
く
 、
 神
の
一
者
 性
 に
よ
っ
て
量
ら
 
れ
て
い
る
動
性
で
あ
 

る
 。
 

離
脱
の
内
容
と
し
て
語
ら
れ
た
 被
造
 的
手
だ
て
の
断
念
 と
 参
考
 性
 と
し
て
の
 被
造
 性
の
克
服
は
結
局
、
能
所
関
係
 の
 克
服
と
い
う
点
に
 

拾
 い
て
一
つ
と
な
る
。
如
何
な
る
手
だ
て
も
用
い
ず
に
 神
を
求
め
る
と
は
、
求
め
る
事
の
断
念
に
他
な
ら
な
い
。
 

求
め
る
事
の
断
念
と
は
、
 

求
め
る
者
、
求
め
ら
れ
る
者
と
い
う
能
所
の
関
係
を
廃
 す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
者
 性
に
 魂
が
立
っ
た
時
、
 

@
@
 

㏄
）
 

「
求
め
る
事
無
き
と
，
」
ろ
に
神
を
見
 ぃ
 出
す
」
と
さ
れ
る
 で
あ
る
。
 

こ
れ
 迄
 我
々
の
見
て
来
た
如
く
、
本
来
こ
の
神
の
 ロ
コ
目
 
ヨ
 
（
一
者
 性
 ）
は
の
の
お
と
等
価
の
神
の
内
の
絶
対
性
で
 あ
っ
た
。
の
の
の
の
が
 

創
造
と
い
う
神
の
行
為
に
よ
っ
て
神
の
ペ
ル
ソ
ナ
 空
領
 域
 と
結
び
っ
げ
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
そ
れ
 放
 こ
の
 

廷
臣
 

偉
日
も
 ラ
テ
ン
語
 

著
作
の
内
で
は
位
格
の
神
の
領
域
で
の
七
万
全
性
で
あ
っ
 

た
 。
し
か
し
こ
の
一
者
 性
は
 ド
イ
ッ
 語
 著
作
に
あ
っ
て
は
 、
 神
も
 、
 魂
も
 、
又
あ
 

@
 
㏄
 @
 

ら
ゆ
る
被
造
物
を
も
無
差
別
に
し
て
い
る
 場
 
（
「
 
，
 
」
 こ
で
 は
 草
も
木
も
石
も
つ
ま
り
す
べ
て
の
物
が
一
つ
で
あ
る
」
 
）
 、
 更
に
は
位
格
の
神
 

（
 
側
 ）
 

を
も
突
破
し
て
（
 宙
仁
お
プ
す
サ
 

の
 c
 ゴ
 0
 局
）
は
じ
め
て
至
り
得
 
る
 場
と
し
て
、
「
 的
 。
 き
臼
 （
神
性
」
の
語
を
も
っ
て
語
ら
 れ
て
い
る
。
 

こ
の
「
神
性
」
の
釈
義
は
Ⅱ
 痔
 ゴ
ル
 
ユ
 
解
釈
の
極
め
て
 大
 き
な
問
題
点
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
云
 う
 な
ら
ば
、
「
 神
性
」
と
は
、
「
 離
 

脱
 」
と
い
う
魂
の
根
本
 境
 位
を
神
に
於
け
る
三
位
と
い
 う
 最
後
の
「
参
考
 性
 」
克
服
に
向
け
て
 p
 。
コ
ス
化
し
た
も
 の
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
 

故
 、
「
神
性
」
と
は
神
の
 
ぢ
 s
u
m
 

の
お
の
絶
対
右
を
超
 

，
 
え
る
絶
対
 無
 と
し
て
、
あ
る
い
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
根
源
 一
者
の
様
な
も
の
と
し
 

て
 存
在
論
的
地
平
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
 き
 も
の
で
は
な
く
 、
ど
こ
ま
で
も
魂
の
絶
え
ざ
る
無
化
の
徹
底
さ
れ
た
 動
 性
の
下
に
認
識
論
的
な
 

魂
 の
 境
位
 と
し
て
見
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
 

「
神
性
」
に
こ
の
視
点
か
ら
の
接
近
を
可
能
に
す
る
の
が
 
、
 田
の
目
 ぢ
 （
の
「
離
脱
」
と
い
う
概
念
の
右
す
る
内
実
 及
び
構
造
な
の
で
あ
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二
の
理
由
は
、
完
成
さ
れ
た
謙
る
心
は
被
造
物
す
べ
て
 

の
 
下
へ
と
自
己
を
赴
か
せ
、
 

郁
 そ
の
事
 

仁
 
よ
り
人
間
ほ
被
造
物
に
伺
っ
て
自
己
 

自
 身
を
出
て
 

い
 
く
事
と
な
る
が
、
離
脱
は
そ
れ
に
反
し
自
己
 

自
身
の
内
に
と
ど
ま
る
か
ら
 

在
 
小
ぬ
 

）
 

存
 で
あ
る
 

0
 
」
 

 
 

ぱ
 「
離
脱
」
と
は
そ
れ
故
に
「
自
己
自
身
の
内
に
不
 

動
 に
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
よ
 

う
 
。
 

  

  

 
 

，
己
 

思
接
 

，
 ，
の
 

て
あ
る
（
 

幅
 
監
守
 
燵
 
毛
 
を
経
て
婦
 

当
日
）
 

涙
 
す
る
本
来
の
自
己
の
内
で
 

場
 
と
い
え
る
。
こ
の
 

号
 

  

 
 

 
 

 
 

い
が
神
の
る
 

s
u
m
 
e
 

お
の
を
真
に
認
識
す
る
こ
と
は
 

、
非
本
来
的
な
自
己
の
あ
り
方
に
死
し
た
（
 

的
 
「
年
コ
Ⅰ
 

ざ
 
Ⅰ
根
本
 

死
 
）
の
ち
、
神
の
こ
 

 
 

 
 

 
 

  

仁
 
的
の
 

コ
 さ
れ
る
子
と
の
能
所
の
区
別
が
残
さ
れ
て
い
る
 

。
こ
の
神
の
内
な
る
他
者
性
 

  

く
の
「
 

コ
 
の
ぎ
の
口
ロ
の
の
 

せ
 
の
Ⅱ
 

コ
 
の
ぎ
の
さ
巴
に
よ
っ
て
 

、
 
魂
の
 
神
 
認
識
の
徹
底
と
し
て
克
服
 

  

b
r
 

の
の
す
の
 

コ
 
」
で
あ
る
。
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る
 。
「
離
脱
に
つ
い
て
く
 

o
 コ
 P
 ず
り
 
㏄
の
の
の
す
の
田
の
 

コ
甘
臼
 
こ
と
 題
さ
れ
た
 壷
ま
ユ
 
の
論
文
の
中
に
 
、
 先
の
「
自
己
 
自
身
及
び
被
造
物
よ
り
 

自
由
と
な
る
 
事
 」
と
語
ら
れ
た
説
明
と
は
か
な
り
趣
 

き
 の
 異
な
る
「
離
脱
」
の
定
義
が
下
さ
れ
て
い
る
。
 

「
真
な
る
離
脱
と
は
、
鉛
の
山
が
微
風
に
不
動
で
あ
る
 

如
 く
、
 襲
い
来
る
愛
や
悩
み
、
誉
れ
や
恥
辱
、
更
に
誹
議
 

の
す
べ
て
に
精
神
が
 

（
 
ハ
刊
 

@
 

不
動
で
あ
る
事
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
」
 



「
離
脱
」
に
即
し
て
見
る
な
ら
。
は
、
 一
 
1
 神
は
こ
の
不
動
の
 離
脱
に
永
遠
の
側
 よ
 り
立
つ
。
」
そ
れ
に
対
し
魂
は
時
間
 

-
5
@
4
 

0
 例
よ
り
立
つ
故
に
 

離
脱
は
不
断
の
自
己
否
定
の
脱
自
過
程
（
 く
 。
お
が
 細
 ）
 の
姿
を
皇
す
る
の
で
あ
る
。
 

「
神
性
的
。
億
ゴ
 
臼
 （
」
は
Ⅱ
の
 吋
甘
が
 
「
侍
の
ド
イ
ツ
 五
 姻
の
説
教
 の
 内
で
様
々
な
ヴ
ァ
リ
 エ
 イ
シ
ョ
ン
を
得
て
言
い
換
え
 も
 れ
る
。
 

「
静
寂
の
沙
漠
 
宙
ガ
の
巨
 ）
の
 圭
 む
の
の
（
の
」
、
「
荒
野
の
ぎ
 

Q
 隼
 の
 」
、
「
隠
さ
れ
た
父
性
の
静
か
な
る
 
闇
宙
ぎ
降
 ま
の
ま
 コ
 田
 
0
 ㍉
 コ
 -
 
の
の
の
隼
の
 

サ
せ
 の
Ⅰ
。
 

F
o
 
「
 潟
コ
の
コ
づ
曲
 
t
e
r
 

の
の
 

ゴ
 が
（
（
」
 

埜
守
の
 
メ
タ
フ
ァ
ー
で
 
五
幅
 
ら
 れ
る
も
の
は
、
静
寂
た
る
（
死
に
切
っ
た
）
、
 

未
 展
開
の
 
（
不
動
の
）
 
、
 闇
の
如
 

が
 無
差
別
な
（
外
に
他
を
絶
し
、
内
に
自
を
絶
 芭
我
 

著
作
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
極
め
て
高
い
力
 動
性
は
、
 神
の
十
全
 

々
自
身
の
至
る
べ
き
 境
 位
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 魂
 

な
る
認
識
を
求
め
る
認
識
論
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
構
造
的
に
持
つ
 

の
境
 位
を
示
す
も
の
が
 

力
 で
あ
る
。
即
ち
 神
 

口
 c
 巨
捧
 二
の
説
く
「
離
脱
」
に
他
な
ら
な
い
。
更
に
こ
 
の
 様
に
理
解
さ
れ
た
魂
の
境
位
は
根
源
的
体
験
と
い
う
 
大
持
的
問
題
領
域
に
 於
 

い
て
は
「
 組
ヨ
ゅ
隼
巨
 三
昧
」
と
名
づ
げ
ら
れ
た
心
的
 境
 位
 と
の
比
較
検
討
の
十
分
な
る
可
能
性
を
拓
く
も
の
と
 い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

主
 
@
 

（
ー
）
 呂
り
 
@
 
の
仔
の
Ⅱ
 

田
り
オ
オ
 

が
Ⅱ
（
・
ト
レ
 

げ
 Ⅰ
 o
E
 
（
の
 
り
 す
の
 
臣
 Ⅰ
コ
年
 
-
 
ぃ
 井
臼
 
コ
 吊
り
甘
の
臣
 

毛
の
 Ⅱ
オ
タ
イ
由
の
の
・
 

ミ
づ
 Ⅰ
 
イ
由
ヰ
 

（
Ⅱ
 
い
 ㎎
の
年
の
Ⅱ
 
目
し
 

0
 け
（
の
り
 

ゴ
 の
 コ
 田
 0
 Ⅱ
の
り
す
 

け
 コ
内
の
的
の
 

コ
 
@
 0
-
 
コ
 

の
り
け
り
Ⅰ
（
・
の
ヰ
目
 

ヰ
佳
 
ゆ
が
Ⅰ
 

圧
 ）
の
㏄
 

ひ
 ㌔
・
 
円
レ
 
@
 
㊥
 隼
 0
%
 
ヰ
 
の
り
 
オ
 の
 
コ
 ニ
ミ
 
コ
 
⑪
Ⅰ
 
オ
や
已
 （
 
降
目
 い
の
 
コ
ロ
 の
 1
7
1
.
 

（
以
下
ド
イ
ツ
五
 

%
 
著
作
し
 ミ
 ・
ラ
テ
ン
 語
 著
作
Ⅰ
 毛
と
略
 

す
 ）
 

（
 2
 ）
由
 り
オ
 
す
り
 
臣
 解
釈
の
問
題
点
の
一
つ
に
ド
イ
ツ
語
著
作
と
 ラ
テ
ン
語
著
作
と
の
関
係
を
一
体
ど
の
様
に
見
る
か
と
い
う
 問
 題
 が
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
 

動 0 案 
で 位 で が 

あ 格 あ す 
つ め る べ 
た 神 。 て 

と の 止 
詰 は ん 

も た 六 " Ⅰ 

ね 、 ら ぎ 

神 が 
神 
が、 

白 山 神 
身 む で、 

場とし 離 ある の「 そ 
脱 て の 

」 の 根 
と 神 底 
し @ 生 と 

    
佳 史 

て、 

さ に 神 
れ 天 の 

と地の てくる 4 @4@ （つの 由 

リ上 ム角 栢 、 
Ⅱ㌧ 

  
' 旦   
の のの 

  る 

か 
@W 「 の 

ら   
の   
Ⅱ ム % ，生 、 の 

ス % 表 
よも 現 
虹、 @ 、 で   
き 手玉 ロロ 

が @   
女 出 

に され く 

」 て 

れ @ し @ 
不 る 
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マイスター ェック " ハ トに於ける思惟の 動性とその存在論的理 拠 

問
題
が
の
認
識
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
縦
横
に
説
か
れ
て
い
る
も
 0
 が
ド
イ
ツ
語
著
作
だ
と
云
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ラ
テ
ン
語
 著
作
で
語
ら
れ
て
 ぃ
 

る
 諸
命
題
は
概
ね
ド
ミ
ニ
コ
派
が
受
け
継
い
で
い
る
ト
マ
ス
等
 の
神
学
上
の
遺
産
に
沿
 う
 も
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
事
は
 、
ア
 テ
 ロ
ギ
 ア
 の
問
題
 で
 

扱
う
様
に
 已
ぃ
オ
ア
 
。
 ユ
の
目
ち
 （
 ヨ
る
形
 造
っ
て
い
る
 神
 認
識
の
 全
プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
存
在
論
的
な
理
 拠
が
 
ラ
テ
ン
語
著
作
で
 
極
め
て
独
自
に
説
か
 

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
今
迄
一
般
に
ド
イ
ツ
語
著
作
に
 の
み
己
ぃ
 ォ
ま
耳
 
独
自
の
日
 ぜ
の
 
（
民
の
木
 領
 が
見
ら
れ
て
い
た
 の
に
対
し
て
、
ラ
テ
 

ン
語
 著
作
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ス
コ
ラ
の
根
本
問
題
に
対
す
る
 口
 0
%
 呂
 二
の
理
解
が
ト
マ
ス
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
 
目
 。
甘
 き
 臣
 
独
自
の
解
釈
が
 

あ
る
の
が
 見
ぅ
 け
ら
れ
、
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
ド
イ
ッ
 語
 著
作
 の
 独
自
性
を
支
え
る
理
論
的
基
盤
を
提
供
し
て
い
る
場
合
も
あ
 る
と
云
え
る
の
で
あ
 

る
 。
 

（
 3
 ）
こ
の
観
点
か
ら
比
較
思
想
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
く
 
る
 。
本
稿
の
最
終
部
参
照
の
事
。
 

（
 4
 ）
Ⅰ
 %
@
 Ⅰ
 ，
の
ぃ
 0
@
@
 
の
 ・
 
N
 ㏄
 

（
 5
 ）
山
田
暴
民
に
よ
れ
。
は
 
、
ヘ
 ブ
ル
原
文
の
直
訳
で
あ
る
こ
 の
し
 幅
 。
 き
ヨ
 
ロ
三
箸
 ヨ
 ・
は
近
世
以
降
の
聖
書
原
文
の
歴
史
 的
 批
判
的
研
究
の
成
果
に
 

よ
っ
て
も
そ
の
解
釈
は
多
岐
に
渡
る
と
し
て
、
次
の
五
つ
の
 解
 釈
 が
挙
げ
ら
れ
て
あ
る
。
 

一
 、
神
の
現
存
（
 し
 p
a
 

の
ぎ
，
 

セ
 。
 目
 ぃ
コ
繍
コ
 
の
の
 
ぎ
 ）
の
 強
 

調
、
ニ
、
 
神
が
 汝
 ら
と
「
と
も
に
 在
 る
」
（
 睾
 @
 
（
の
の
 

ぎ
 ）
事
の
強
 調
 、
三
、
神
が
「
在
ら
し
め
る
者
し
で
あ
る
こ
と
の
強
調
、
四
 、
異
邦
人
の
神
が
 

「
 岳
ビ
 
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
こ
そ
は
真
実
 に
 
「
存
在
す
る
」
神
で
あ
る
事
の
示
し
、
五
、
こ
の
不
可
解
な
吾
一
 

ロ
 表
の
う
ち
に
神
の
 

「
隠
れ
た
者
な
る
こ
と
」
（
ま
ま
 
0
q
 
ぬ
の
 
二
王
（
）
が
示
さ
れ
て
い
 
る
 高
等
で
あ
る
。
山
田
鼻
コ
在
り
て
在
る
者
日
割
 支
 社
、
昭
和
 五
十
四
年
、
六
 ぺ
｜
 

シ
 参
照
。
 

（
 6
 ）
神
に
於
け
る
の
の
の
の
と
の
の
の
の
巨
守
の
同
一
は
ぎ
 

ヨ
日
 叫
 （
二
の
 

0
-
0
 

ユ
り
 の
Ⅰ
 
モ
ダ
 
a
.
4
 で
神
が
「
第
一
作
動
因
」
で
 あ
り
、
「
純
粋
現
実
態
」
 

で
あ
り
、
「
第
一
 有
 二
で
あ
る
こ
と
の
二
点
よ
り
論
証
さ
れ
て
い
 る
 。
 

（
 7
 ）
し
か
し
 又
 同
時
に
神
の
の
の
の
の
の
純
粋
肯
定
性
は
神
宮
 
身
の
沸
騰
と
し
て
、
 

又
光
 と
し
て
（
Ⅰ
妻
戸
の
も
 
ゲ
 ）
 神
 自
身
 へ
の
回
帰
の
運
動
と
し
て
 

語
ら
れ
て
い
る
以
上
神
の
自
己
認
識
の
働
き
を
通
し
て
は
じ
め
 て
 成
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
神
の
本
性
は
知
 性
 で
あ
り
、
神
に
と
 

っ
て
存
在
す
る
こ
と
は
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
の
の
 

色
コ
曲
 （
 
目
 「
 
麓
隼
 e
-
e
 
の
 ト
 -
 
コ
ヰ
 
の
 コ
 の
 c
 仲
廷
の
 

"
e
 
田
 ビ
サ
 

-
0
 

の
の
の
の
の
 

億
 -
 
臣
ヰ
 
り
）
 
目
 ㎎
 e
 Ⅱ
 
e
 
（
Ⅰ
 

%
@
H
.
o
.
 
 

白
い
）
 

し
 

と
 語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
「
神
は
知
性
 で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
位
格
神
と
し
て
の
神
の
本
佳
生
 ホ
 す
も
の
で
あ
る
が
 

 
 
 
 

 
 

 
 

又
 、
魂
の
知
性
の
根
源
を
な
す
も
の
で
も
・
あ
る
。
 

 
 

（
 8
 ）
 
し
ぽ
仔
ヨ
ゅ
 
Ⅰ
 ま
 目
汁
 
ゴ
，
り
 @
 
の
目
 @
 
コ
 才
色
（
 セ
 0
 コ
ま
 （
が
の
り
（
 

ぎ
 曲
目
 コ
宙
 セ
ヌ
が
り
 
0
 コ
 田
の
 
ヨ
づ
ト
 
が
 任
 
-
 
せ
り
 -
 
コ
宙
 0
 コ
隼
の
 
E
 円
 
㏄
 り
下
 
0
 臣
づ
 Ⅱ
の
 
年
 "
 
㎏
 丑
 
0
 コ
年
コ
 目
円
 Ⅰ
が
 
オ
円
怜
ド
の
コ
 

 
 

目
め
ミ
 
の
（
の
Ⅱ
 

已
リ
 
ガ
オ
が
Ⅰ
（
の
仁
コ
 

年
サ
 e
-
 
目
 0
 ゴ
ぃ
 
コ
ラ
 
り
 の
 コ
つ
燵
仁
 

（
の
 
ク
ホ
 勾
の
的
 
の
コ
 
の
 サ
仁
 
Ⅰ
 
幅
 @
 せ
 e
 巨
坤
 
幅
内
Ⅰ
 ヒ
 
0
%
 
㍉
 邑
 す
 つ
 目
の
 
ヰ
 
e
 （
Ⅰ
の
の
の
）
の
・
 

ト
 ㏄
 串
己
 簿
 す
り
 
ヱ
 
の
ラ
テ
ン
 



語
 著
作
の
編
集
者
で
も
あ
る
 木
 。
住
は
彼
の
ア
ナ
ロ
 ギ
 論
の
中
 で
 次
の
様
に
語
っ
て
い
る
。
「
第
一
に
 

、
 年
を
追
う
毎
に
私
に
 は
い
よ
い
よ
明
ら
か
 

に
な
っ
て
来
た
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ナ
 p
 ギ
ア
論
が
己
り
 オ
ァ
 
が
ヱ
 の
思
惟
の
要
ナ
コ
内
の
 -
P
 

亡
臣
 

笘
 
と
な
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
 
」
 "
 
）
 0
 ㏄
の
 
味
ポ
 o
 り
 r
.
 

な
 い
 仁
 Ⅰ
下
臣
 り
 ）
 
0
 幅
 @
0
-
0
 

ゴ
 Ⅰ
 0
 ヨ
 0
@
 
の
 （
 
0
 ㍉
Ⅱ
 り
オ
 
す
 い
 ㍉
田
の
 

=
@
 コ
 @
 ト
井
山
 
0
 仁
 （
㏄
 
り
す
 
0
 仁
 コ
年
 麓
 二
ロ
 @
 
の
隼
の
臣
 

坤
 口
目
抜
 
0
 ア
の
ヲ
ミ
せ
 

㏄
 エ
オ
 ・
目
の
㎎
・
 
ィ
 ・
が
 け
 Ⅰ
（
 由
且
ゴ
 
・
（
 円
レ
の
 

Ⅰ
 
円
コ
 

の
ヰ
 
ヰ
印
 
ヰ
 @
 ミ
 抜
の
の
 
目
 ㏄
 り
ゴ
り
 
片
田
 
-
 
ぎ
す
 0
 ㏄
 偉
 0
 す
幅
 
0
 の
 0
 二
の
り
 
ゴ
ゆ
ト
 
（
・
 
ト
 
の
の
 
ト
 ）
 の
 ・
 り
 Ⅱ
㍉
 

更
に
上
田
 閑
照
 氏
も
「
 エ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
根
本
性
格
を
 、
中
世
形
而
上
学
、
存
在
論
の
枠
の
中
で
最
も
明
確
に
示
す
の
 が
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 

ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
で
あ
ろ
う
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
上
田
 
閑
照
 
「
 神
 の
子
の
誕
生
」
と
「
神
性
へ
の
突
破
」
 

｜
 ド
イ
ツ
語
説
教
条
 に
 於
け
る
マ
イ
ス
タ
 

｜
 ・
 エ
 "
 ク
ハ
ル
ト
の
根
本
思
想
 ｜
 
（
 刊
 ド
イ
ツ
神
秘
主
義
研
究
 」
創
立
社
、
昭
和
五
十
七
年
）
一
二
五
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 0
 り
 
）
Ⅰ
 0
 の
の
 
ヰ
パ
 O
n
E
@
 
ド
 
P
0
 ・
 @
 目
い
 コ
 の
 目
 0
 い
 の
り
 
ビ
ヰ
 
（
 @
P
P
p
 

レ
コ
 -
 
日
が
 P
 
Ⅱ
 @
 
コ
 の
の
 田
 
㌍
 隼
 -
0
 ぃ
 E
o
-
 コ
 0
 コ
の
 

（
 

Ⅰ
月
目
 
由
サ
 
0
 岨
 コ
目
 
-
 
コ
 
ソ
ニ
 
の
 H
 
の
円
の
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
 

ぃ
オ
ア
 
㏄
Ⅱ
 
こ
 
㏄
 

可
す
岸
 
0
 ㏄
 
0
 Ⅰ
 ア
 @
0
@
@
 

ノ
ヴ
 0
 ㏄
 
0
 け
年
の
Ⅱ
 

0
 Ⅱ
㏄
 0
 Ⅰ
 由
り
 
ガ
ム
 ぃ
 ア
 ユ
幅
目
コ
の
隼
 
り
の
 ノ
ト
 
の
Ⅱ
す
曲
目
 

コ
 乙
の
の
の
 
巨
り
 
Ⅰ
 毘
り
オ
ゴ
 

が
Ⅰ
 
田
 
㏄
 り
オ
 
0
 コ
 ㌧
 ゴ
臣
 
0
 の
 
0
 づ
ア
 
@
 
の
い
 け
Ⅱ
 コ
 0
 億
 せ
 -
 
が
ヰ
 
0
 コ
 -
 
の
 0
 す
 0
 コ
 

宮
ロ
ロ
圧
 
す
 o
@
 

づ
ざ
円
ぢ
り
 
下
の
コ
下
臣
の
 

0
 ゴ
い
 
け
 年
臣
幅
 
、
（
Ⅰ
 
珪
コ
隼
 
-
 ト
 
0
%
 

㏄
）
 

（
 田
 ）
Ⅰ
 ゴ
 目
 H
,
 

の
・
 

N
 の
 ぃ
 

（
Ⅱ
）
 @
 
臼
血
 ・
 0
.
2
 
の
 o
h
 

（
は
）
め
を
受
け
た
こ
の
の
の
も
っ
文
脈
の
不
斉
 合
が
 以
下
問
 題
 と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
の
の
全
集
版
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
挙
げ
 てお
く
と
、
 9
 コ
年
 ぃ
毛
曲
弓
 

の
 0
"
 年
 り
め
く
 
0
 コ
年
 e
 Ⅰ
 G
e
 
㏄
 仁
コ
ら
ア
 

0
 ヰ
じ
す
 G
e
 
の
 岸
 コ
ロ
ゴ
 
ひ
 ㌔
の
の
 臣
ぃ
 屈
コ
 
ら
の
い
Ⅱ
 コ
 -
c
 
す
 臣
の
 -
 
コ
年
 e
 Ⅱ
の
Ⅰ
 

e
-
 

㏄
の
目
ロ
 

年
ご
コ
 ヰ
田
 
a
 Ⅱ
 目
 -
 
の
 り
 
コ
 -
 
の
す
片
ヨ
 
0
 ゴ
 Ⅱ
が
 ト
 
の
 

@
 
ヨ
の
ヰ
 0
@
 
コ
一
 

（
 穏
 ）
 
プ
 ロ
の
（
・
（
 

せ
 N
.
P
O
O
 

の
り
の
の
 

1
6
 

Ⅱ
 

（
Ⅱ
）
ト
マ
ス
は
。
ヘ
ト
ル
ス
・
 
p
 ム
 ハ
ル
ド
ゥ
 ス
 命
題
集
註
解
 の
中
で
ア
ナ
ロ
ギ
ア
を
三
種
に
分
け
て
い
る
。
 

 
 

目
お
目
 コ
目
眉
ヨ
 
9
 お
 
（
概
念
に
よ
る
の
み
で
有
に
よ
ら
な
い
 

ア
 テ
 ロ
ギ
ア
）
「
健
康
 

で
あ
る
」
と
い
う
名
辞
は
生
物
体
に
も
尿
に
も
食
物
に
も
薬
に
 も
 用
い
ら
れ
る
。
 

 
 

の
ま
 ご
お
ヨ
 
（
有
に
よ
り
、
概
念
に
と
ら
ぬ
ア
ナ
 

戸
 ギ
ア
）
 

「
 体
 」
と
い
う
名
辞
は
、
 
可
 減
俸
に
も
不
可
減
俸
（
天
体
）
に
も
 用
い
ら
れ
る
。
 

 
 

伊
お
 （
概
念
及
び
有
に
よ
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
）
 

神
と
被
造
物
に
 掩
 い
て
は
真
と
善
が
語
ら
れ
る
場
合
こ
の
ア
ナ
 ロ
 ギ
 ア
 が
用
い
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
 

（
 巧
 ）
し
の
 
づ
 の
「
 
@
 
（
 
り
 （
の
で
は
ト
マ
ス
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
を
二
様
に
 

分
類
し
て
い
る
。
Ⅰ
 
目
臣
こ
 丑
が
 下
 。
 づ
 0
 「
（
 
@
0
 
臣
 @
 
の
 
比
例
の
類
 比
 、
何
と
し
て
は
「
実
体
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マイスター・ ヱ， クハルトに於ける 思惟の動性とその 存在論的理 拠 
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の資 
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つ 
つ 

  
個   
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下こ 

  

      
  

同様   
あ 例 

氏 る と 
目アの ご の ・ ナい ロ コ （ 。 。 し 

に ギ 即て 
っァぎ 

論 
ち は 

いと てカ治 日 

比 「   何見 
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（
㌘
）
 ま
ニ
 ・
㏄
・
 

い
 ㏄
 
め
 。
 ト
ト
ヰ
 

8
0
 

（
 
盤
 ）
し
 ま
 @
 
づ
，
の
 ・
の
の
 

 
 

（
 
鶉
 ）
 下
 o
H
 と
が
 o
n
 
す
は
共
に
こ
の
神
へ
の
絶
対
依
存
性
を
壷
 叫
 り
な
が
ら
も
内
的
帰
属
の
類
比
の
内
に
定
位
し
て
い
な
い
。
 パ
 o
n
 
は
は
 内
的
、
外
的
の
独
 

区
別
に
一
切
離
れ
ず
、
 

由
 o
h
 は
こ
の
絶
対
依
存
性
故
に
Ⅱ
 ぃ
 寸
す
 
り
 
「
（
の
類
比
を
す
べ
て
外
的
帰
属
の
類
比
で
説
明
し
、
「
 

被
造
 物
 の
 無
 」
も
外
的
 帰
 

属
の
類
比
構
造
か
ら
解
明
し
ょ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
 る
 。
例
え
ば
 宙
 o
h
 

上
掲
 

書
の
 ・
）
 

あ
 ・
の
・
 
き
 ・
四
三
㍉
 

（
 飴
叩
 
）
 円
レ
旧
 

Ⅰ
・
の
・
 

1
 の
ト
 

（
 
紐
 ）
 由
 o
h
.
 
。
・
 
p
.
O
.
 の
・
 
2
2
0
 

（
 
銘
 ）
し
ま
 目
，
の
 ・
 
9
 ）
 

（
㏄
）
 し
毛
ゲ
の
 ・
）
 
め
 ㏄
 

（
 
玄
 ）
 %
 ま
よ
 く
 ・
の
・
）
 

っ
の
 

（
北
 
M
 ）
 円
レ
 

0
 目
 円
 
㏄
 
り
ゴ
 
0
 目
 や
の
 
コ
オ
 の
Ⅰ
Ⅰ
の
の
 

メ
ト
 
巴
の
Ⅱ
 

い
 
の
 ゴ
 コ
叶
 
0
 コ
Ⅰ
 い
 す
Ⅱ
 
す
仁
 
阜
隼
の
 

Ⅰ
（
の
・
ネ
田
の
幅
・
 

づ
 ・
 刊
 Ⅰ
 
い
コ
い
 
下
ヰ
 
0
 目
Ⅰ
 
0
 二
ロ
 口
 ・
 H
 （
・
 
@
 ヨ
 0
 オ
（
の
Ⅱ
 

Ⅱ
 0
 村
ゴ
が
 

「
（
・
之
の
隼
 

年
 Ⅰ
 
亡
い
オ
 

年
の
 
Ⅰ
 杖
戸
 

u
s
 
的
り
 
ヴ
 
の
Ⅱ
 リ
 
ム
で
 
N
 相
 
Ⅰ
の
 
白
 
q
 、
Ⅰ
 七
 
a
-
 
の
 コ
 ）
 
0
 の
 
2
.
 の
・
の
 

0
.
 
（
 
以
 下
略
称
 
ま
 ・
）
 

（
 
u
u
 
）
 り
ミ
 Ⅰ
・
の
・
の
㎏
の
・
「
説
教
を
す
る
時
に
は
、
私
は
い
つ
 も
 離
脱
に
つ
い
て
語
る
 よ
う
 に
努
め
て
い
る
。
離
脱
と
は
、
 

人
 問
 が
自
己
自
身
と
す
べ
て
 

の
 被
造
物
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
い
 う
 。
」
 

（
 
甜
 ）
し
目
 目
 ・
の
・
 

2
6
 
の
 

（
 
鵠
 ）
㌧
（
・
の
・
の
。
 

（
 
釣
 ）
 巾
 h
.
 

の
・
の
の
 

け
 

（
㏄
）
例
え
ば
し
 毛
ゲ
の
 ・
お
ち
一
コ
・
の
・
 
1
 の
 ム
 @
 づ
 か
の
・
）
ま
片
 

（
Ⅱ
）
 し
毛
づ
，
の
 白
ま
 

（
 
蛇
 ）
 
て
 
丁
子
 
ヰ
 ・
の
・
 

卜
 
0
 り
 

（
 
め
 ）
 p
f
.
 
の
・
の
の
 

（
 
何
 ）
 し
毛
づ
 ・
の
・
 
ム
 -
 
ひ
 
（
 

（
 
4
 ）
 リ
 も
つ
 

ヨ
 
・
㏄
 ム
 -
 
の
 ・
 



ア
フ
ラ
マ
ズ
ダ
（
レ
 オ
臣
 
「
 
a
 
 
旨
笘
ぃ
 
Ⅰ
㏄
）
を
信
仰
の
対
象
の
 
中
心
と
し
、
 ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
（
 い
 0
 （
 
o
a
 
の
（
の
Ⅰ
）
を
 

予
 舌
口
者
 
に
 位
置
づ
け
る
宗
教
 

に
よ
っ
て
 他
 と
の
境
界
を
維
持
し
て
い
る
宗
教
集
団
を
 ゾ
 口
 ア
ス
タ
ー
教
徒
と
呼
ぶ
 0
 ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
中
 で
セ
 C
 以
降
に
陸
路
、
 

海
路
イ
ン
ド
西
北
沿
岸
地
域
に
移
住
し
定
着
し
、
更
に
 ボ
ン
ベ
イ
ま
で
移
動
し
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
は
パ
ー
シ
 

（
何
の
（
 

ノ
 
）
（
 

Ⅰ
 
l
@
 
 

ず
 
と
称
さ
 

れ
て
い
る
。
九
万
人
近
く
の
パ
ー
シ
ー
の
八
割
は
マ
ハ
 -
 
フ
シ
ュ
ト
ラ
州
の
ボ
ン
ベ
イ
に
集
中
し
、
残
り
は
グ
ジ
ャ
 ラ
ト
 州
を
は
じ
め
主
に
 

イ
ン
ド
西
北
部
に
散
在
し
て
い
る
（
図
 1
 参
照
）
。
 パ
｜
 シ
ー
は
婚
姻
を
集
団
内
婚
に
限
定
し
、
改
宗
を
厳
禁
 し
 
（
し
か
し
布
教
も
行
な
 

わ
な
い
）
、
伝
統
的
な
宗
教
儀
礼
を
保
持
し
つ
つ
 ゾ
ロ
ァ
 ス
タ
ー
教
徒
と
し
て
の
独
自
性
を
保
っ
て
き
た
。
 

ハ
ー
シ
ー
は
 ぺ
 ル
シ
ャ
か
ら
異
な
る
文
化
の
中
へ
移
動
 し
 、
そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
集
団
で
 あ
る
こ
と
、
マ
イ
ノ
 

リ
テ
ィ
宗
教
集
団
で
あ
る
こ
と
、
識
字
率
の
高
さ
、
倫
理
 

そ
し
て
都
市
部
へ
の
集
中
在
住
、
商
業
活
 動

へ
の
志
向
の
高
さ
な
 

ど
に
よ
っ
て
特
徴
 づ
 げ
ら
れ
る
宗
教
集
団
で
あ
る
。
 ゾ
 コ
 ア
ス
タ
ー
教
徒
の
集
団
が
こ
の
 ょ
う
 に
方
向
 づ
 げ
ら
れ
 て
き
た
事
実
の
背
後
に
 

如
何
な
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
 的
 思
考
様
式
が
そ
の
動
因
 と
し
て
働
 き
 得
た
か
と
い
う
問
題
に
接
近
し
ょ
う
と
し
て
 い
る
。
そ
こ
で
 ゾ
ロ
ア
 

ス
タ
ー
 数
 曲
事
物
把
握
様
式
の
一
側
面
の
理
解
の
た
め
に
 、
外
地
域
で
は
あ
る
が
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
古
い
姿
を
 よ
り
多
く
保
持
し
て
い
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申
 

別
府
温
和
 

聖
な
る
火
を
め
ぐ
る
 ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
 教
の
宗
教
儀
礼
 

マ
ー
チ
と
（
 
日
曲
態
 

ご
と
ジ
ャ
シ
ャ
ン
 Q
 曲
泌
曲
 

し
を
中
心
と
し
て
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聖 な る 火をめぐる ゾ p アスタ 一 教の宗教儀礼 

-
5
@
 

@
4
 
半
 
）
 

め
て
一
つ
の
聖
な
る
火
に
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
 そ
 

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
は
 3
 種
類
の
聖
な
る
火
を
維
持
し
 て
い
る
。
こ
れ
ら
の
火
は
聖
別
の
儀
礼
を
経
て
い
る
こ
と
 

の
 内
容
に
従
っ
て
上
下
の
等
級
が
あ
る
。
等
級
の
高
い
 方
か
ら
 ア
 ー
タ
シ
ュ
 

、
規
則
的
に
香
木
が
 

 
 

（
 
7
1
 
）
 

（
 
6
0
@
 

加
え
ら
れ
る
こ
と
谷
田
ブ
イ
の
儀
礼
）
・
火
へ
の
祈
り
 
（
ぺ
円
（
が
 

篠
ト
召
ミ
リ
 
せ
の
 
珠
 
ア
ー
タ
シ
ュ
・
ニ
ャ
ー
イ
シ
ュ
）
 

が
 捧
げ
ら
れ
る
こ
と
等
 

（
 
0
0
@
 

を
 通
し
て
そ
の
他
一
般
の
火
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
 三
 種
類
の
聖
な
る
火
は
（
中
の
一
つ
 
む
 例
外
と
し
て
）
そ
れ
ぞ
 
れ
 複
数
の
火
を
寄
せ
集
 

 
 

 
 

ガ
ー
（
 

ア
）
１
 

下
 （
 a
 泳
 り
ゅ
 宙
幅
リ
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（
 
父
 
3
 
）
 

る
ナ
オ
サ
リ
 

（
之
の
 
づ
 の
の
ふ
図
 2
 参
照
）
で
の
集
約
的
 現
 ぬ
調
査
結
果
の
一
部
を
参
照
し
つ
つ
、
現
存
す
る
 ゾ
ロ
ア
 
ス
タ
ー
教
徒
の
行
動
 

様
式
の
観
察
か
ら
、
こ
の
古
い
宗
教
の
独
自
性
を
再
構
 成
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
宗
教
が
集
団
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
 い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
意
味
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
 あ
る
。
共
有
さ
れ
て
 

い
る
意
味
を
集
団
的
に
表
現
す
る
一
つ
の
手
段
が
 シ
ソ
ボ
 ル
 で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
を
含
む
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ
ら
 を
 通
し
て
集
団
内
に
類
 

似
の
事
物
把
握
様
式
が
保
持
さ
れ
る
。
儀
礼
は
宗
教
的
 な
も
の
を
そ
の
中
に
含
む
行
動
の
体
系
で
あ
る
。
こ
こ
で
 は
 儀
礼
の
機
能
的
な
局
 

面
 に
注
目
し
て
行
く
。
さ
て
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
 於
 て
 最
も
重
要
な
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
は
聖
な
る
人
と
鳥
葬
の
 塔
で
あ
る
。
本
稿
で
は
 

主
と
し
て
聖
な
る
火
に
関
す
る
宗
教
儀
礼
、
特
に
聖
火
 殿
 内
の
宗
教
的
行
為
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
通
し
て
 ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
教
徒
の
事
物
 

把
握
様
式
に
つ
い
て
の
若
干
の
特
徴
を
取
り
出
そ
う
と
 す
る
。
 

最
初
に
聖
な
る
火
の
種
類
と
性
格
、
聖
火
殿
の
成
立
 過
 程
を
示
し
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
そ
れ
ら
へ
の
関
わ
り
 方
を
観
察
す
る
。
 
次
 

に
 聖
火
 殿
 内
の
 &
 示
教
的
行
為
と
し
て
、
マ
ー
チ
（
 日ひ
鋒
 ）
の
儀
礼
（
聖
な
る
人
へ
香
木
を
加
え
る
儀
礼
）
 と
ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
教
徒
に
よ
 

る
 共
同
の
祝
祭
（
特
に
 ジ
 ヤ
シ
ャ
ン
）
 P
 か
 り
コ
と
ガ
 ー
 ハ
 ン
バ
ー
ル
の
 ゆ
き
ョ
す
叩
 ）
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
 通
 し
て
観
察
さ
れ
得
る
 ゾ
 

ロ
 ア
ス
タ
ー
 教
的
 事
物
把
握
様
式
の
一
側
面
を
理
解
し
よ
 ぅ
 と
す
る
。
 



こ
こ
ま
で
聖
な
る
人
、
聖
火
壇
を
含
む
聖
火
殿
の
概
略
を
 示
し
た
。
次
に
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
が
こ
れ
ら
に
対
し
 て
ど
の
よ
う
に
関
わ
 

っ
て
い
る
か
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ナ
 ナ
サ
リ
 の
 事
例
を
中
心
に
記
述
し
て
い
く
。
 ナ
オ
サ
リ
 に
は
九
つ
 の
 聖
な
る
火
が
維
持
さ
 

れ
て
い
る
。
 今
 そ
れ
ら
を
図
表
に
示
す
と
図
 3
 の
如
く
 で
あ
る
。
こ
の
図
表
に
つ
い
て
注
目
す
べ
 ぎ
 事
は
そ
れ
ぞ
 れ
の
火
を
維
持
し
て
き
 

と
 呼
ば
れ
、
語
源
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
戦
勝
の
火
（
 臼
 の
づ
ざ
 （
 
0
 由
 0
 仁
 ㏄
 ヰ
ぎ
幅
 0
 め
め
 ギ
 の
の
）
」
、
「
諸
々
の
火
の
た
 
決
 
り
の
 火
 
（
㏄
Ⅰ
 
ギ
の
 Ⅰ
 
o
q
 

曲
お
 ③
」
、
あ
る
い
は
「
諸
々
の
火
か
ら
な
る
太
守
田
 
の
 o
 片
 H
@
q
 

の
③
」
、
「
法
の
認
め
る
正
し
い
場
所
の
火
（
 
ま
 0
 
 
円
目
の
）
 
コ
笘
 
F
P
 
旧
 片
岸
Ⅰ
 

屈
 0
 も
の
Ⅱ
 
づ
 ）
 
a
c
 

の
）
」
と
理
解
で
き
る
。
 

聖
な
る
火
は
聖
火
殿
の
内
の
聖
火
 壇
 
（
的
旦
日
 
ヴ
曲
隼
 

）
（
 

9
 ）
に
 保
 た

れ
る
。
聖
火
 殿
 は
そ
の
内
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
 聖
 な
る
火
の
名
称
に
よ
 

 
 

っ
て
例
え
。
は
 
ア
 ー
タ
シ
ュ
・
 
べ
｜
 ラ
ム
、
ア
ー
タ
シ
ュ
 

ァ
 ー
ダ
ラ
ー
ン
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
 

ダ
 リ
 メ
ー
ル
（
し
銭
。
 p
 

目
ピ
 
サ
 Ⅰ
ミ
ト
ラ
の
 門
 ）
、
あ
こ
つ
い
は
 
ア
ゼ
 Ⅰ
ー
ア
ー
リ
ー
（
 下
 四
町
 @
 火
の
家
）
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
聖
火
 壇
 に
保
 た
れ
る
聖
な
る
火
は
決
 

し
て
絶
や
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
な
る
 人
 は
 独
自
な
存
在
と
見
な
さ
れ
、
別
の
火
と
混
ぜ
合
わ
さ
 れ
た
り
、
二
つ
以
上
に
 

 
 

@
 
向
り
 

）
 

聖
火
槽
内
の
聖
な
る
人
へ
は
 ガ
 ー
（
の
 ゅ
ゴ
 
）
の
始
め
毎
 に
 香
木
が
加
え
ら
れ
る
 0
 ガ
 ー
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
が
 一
日
を
刻
む
時
間
の
 

単
位
で
、
㈹
日
の
出
か
ら
真
昼
ま
で
（
目
が
 

セ
リ
コ
 
0
 卸
甘
 
）
 
、
 ㈲
真
昼
か
ら
午
後
の
中
頃
ま
で
（
刃
が
 
宮
 。
 
毛
 ぎ
の
 目
 ）
 
、
 ㈹
午
後
の
中
頃
か
ら
 日
 

の
 入
り
ま
で
（
 C
 ふ
母
 二
の
 ゅ
下
 
）
 
、
 ㈹
日
の
入
り
か
ら
 真
 夜
中
ま
で
（
 下
寄
 @
E
o
 お
 日
の
ひ
 オ
 ）
 
、
 ㈲
真
夜
中
か
ら
 日
の
出
る
ま
で
（
 C
 鱗
 ・
 

田
わ
 の
ゅ
す
 
）
の
如
く
で
あ
る
。
香
木
に
は
バ
ブ
ル
、
 

ビ
 ャ
ク
ダ
ン
、
 
シ
タ
ソ
 等
の
常
緑
喬
木
を
用
い
る
 0
 ガ
ー
の
 始
め
毎
に
香
木
を
加
え
 

る
だ
け
で
は
聖
な
る
火
を
永
続
的
に
保
っ
こ
と
は
で
 き
 な
い
。
そ
こ
で
 ガ
 ー
の
始
め
以
外
に
は
 騰
 五
仏
分
間
隔
で
 香
木
が
加
え
続
げ
ら
れ
 

-
 
田
 @
 

る
 。
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な
わ
れ
る
宗
教
儀
礼
は
そ
れ
が
祭
司
系
譜
に
属
す
る
 パ
｜
 シ
ー
か
ら
指
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
平
信
徒
で
あ
る
 パ
 ｜
 シ
ー
か
ら
指
示
さ
れ
 

た
も
の
で
あ
れ
特
定
の
祭
司
の
み
が
行
な
い
得
る
も
の
で
 あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
祭
司
は
全
て
の
聖
な
る
火
に
 関
 わ
る
。
祭
司
は
パ
ン
 

タ
ー
ク
（
 下
 ま
す
 リ
 ガ
）
を
通
し
て
聖
な
る
人
と
聖
火
 殿
に
 関
 わ
っ
て
い
る
 0
 パ
ン
タ
ー
ク
と
は
祭
司
が
一
定
の
経
 清
酌
報
酬
の
も
と
で
 特
 

（
 
り
り
 

）
 

（
 
け
 ）
 

定
 め
 パ
ー
シ
ー
の
た
め
に
誕
生
、
イ
ニ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
 、
 婚
姻
、
葬
送
に
関
す
る
宗
教
儀
礼
等
を
行
な
 う
 関
係
を
 い
う
。
パ
ソ
タ
ー
ク
は
 

小
さ
い
も
の
で
 一
 0
 世
帯
、
大
き
い
方
で
一
 O
O
t
 二
 0
0
 

世
帯
に
至
る
。
一
つ
の
聖
火
殿
は
約
一
 

0
 ｜
 一
五
の
 ハ
ン
タ
ー
ク
の
上
に
成
 

り
 立
っ
て
い
る
 0
 パ
ー
シ
ー
の
生
活
は
パ
ン
タ
ー
ク
を
 通
し
て
聖
火
 殿
 と
深
い
つ
な
が
り
を
保
ち
つ
 ニ
 展
開
し
て
 い
る
 0
 パ
ー
シ
ー
で
あ
 

る
か
ぎ
り
、
ど
こ
の
ど
の
聖
火
 殿
 に
入
る
こ
と
も
妨
げ
 ら
れ
な
い
し
、
そ
の
中
で
祈
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
 し
 か
し
、
パ
ー
シ
ー
の
 現
 

実
の
生
活
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
パ
ン
タ
ー
ク
は
 そ
 の
ま
ま
保
た
れ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
意
味
で
聖
火
殿
を
維
持
 す
る
主
体
が
異
な
る
と
 

い
う
こ
と
は
、
そ
の
維
持
に
必
要
な
経
済
的
負
担
を
ま
か
 な
 う
 主
体
が
異
な
る
だ
げ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
パ
ン
タ
ー
 ク
を
 通
し
て
聖
火
 殿
に
 

関
 わ
る
主
体
も
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
聖
な
る
 人
 そ
の
も
の
も
決
し
て
二
つ
に
分
か
た
れ
た
り
、
二
つ
の
 聖
 な
る
火
が
一
つ
に
混
ぜ
 

ム
ロ
わ
さ
れ
た
り
さ
れ
な
い
し
、
更
に
聖
な
る
火
を
消
し
 
て
し
ま
う
 @
 
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
 Ⅵ
 
几
 と
八
 
リ
 ラ
 土
耳
 

ゅ
曲
快
ハ
で
独
 

自
性
を
持
っ
が
、
こ
の
 

つ
っ
、
そ
の
中
で
絶
え
ず
聖
な
る
火
を
維
持
す
べ
く
特
定
 の
 祭
司
に
宗
教
儀
礼
を
委
任
し
て
い
く
の
に
必
要
な
財
 物
 を
ま
か
な
り
主
体
が
 

（
 
比
 
@
 -
 

異
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
聖
な
る
火
に
香
木
を
加
 ，
 
ぇ
 火
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
し
得
る
の
は
祭
司
の
み
で
あ
 る
し
、
聖
火
 殿
 内
で
行
 

 
 
 
 

の
そ
れ
ぞ
れ
の
居
住
区
域
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
 

通
婚
は
 か
つ
て
は
禁
じ
ら
れ
今
日
で
も
極
め
て
希
で
あ
る
。
 聖
 な
る
火
は
こ
れ
ら
二
つ
 

0
 集
団
に
よ
っ
て
全
く
別
々
に
維
持
さ
れ
て
ぎ
た
。
更
に
 ハ
ガ
サ
ス
と
 ノ
ン
・
バ
ガ
 
サ
ス
 
に
よ
っ
て
も
別
々
に
 維
 持
さ
れ
て
き
た
。
 
聖
な
 

る
 火
を
維
持
す
る
主
体
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

聖
な
 る
 火
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
聖
火
 壇
 に
保
ち
、
聖
火
 殿
を
 建
て
あ
る
い
は
修
復
し
 

に た 

展 生 
す 体 
る が 
      異 

l な   
l て 
は い 
バ る 

力 。 ，点 
サ で 

ス あ 
と る   
ン ナ 

  オ 
バ サ 
ガ リ 

サ に 

ス桟お 
v こ ）Ⅰ 、 

分 て 
か パ 
れ l 
て シ   
ろ は 祭 
祭 司 
同 系 
系 譜 
譜 に 
に 属 

属 す 
す る 

る も （ 
パ め じ 

@ と 

、 ン 平 

l 倍 

と 徒 
平 に 

信 徒命 二 

で、 さ 

ある ね 、 
" 祭 
l 日 

・ ン 系 

@  % 仮 

iio)@ 86 



聖なる火をめぐるゾロアスター 教の宗教儀礼 

か
つ
て
こ
こ
に
火
は
保
た
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
は
 一
 一
つ
の
ダ
ー
ド
ガ
ー
が
別
々
の
聖
火
 
壇
 内
に
保
た
れ
て
 ぃ
 る
 0
 エ
ル
フ
 ド
 

ク
ル
シ
ェ
 ド
ジ
サ
ヒ
ア
ル
 が
 刃
 9
 め
の
口
口
 

申
 を
中
古
 
丹
 Ⅱ
 
し
 （
 一
九
二
九
年
に
創
設
。
 バ
ガ
 サ
ア
ン
ジ
ュ
マ
ン
の
 ム
 ク
タ
ド
 （
 
旨
け
 F
.
 

審
ら
 ）
信
託
制
度
と
バ
ー
ジ
ロ
ー
ジ
・
ガ
ー
 
G
%
 Ⅰ
 
0
 ）
。
の
 

ゆ
 二
）
信
託
制
度
に
よ
（
㌍
）
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
 

デ
サ
イ
 家
が
修
復
の
費
 

（
か
り
 

@
 

こ
と
を
含
め
て
聖
火
殿
は
極
め
て
独
自
性
が
強
し
 

、
 
@
 
 

（
 
9
 
@
 
 

）
 、
 0
 こ
の
 よ
う
な
聖
火
 殿
に
 パ
ー
シ
ー
は
パ
ン
タ
ー
ク
を
通
し
て
 関
 わ
っ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

（
 
0
 
り
 
Ⅰ
 
）
 

ナ
オ
サ
リ
 の
九
つ
の
聖
な
る
人
と
聖
火
 殿
は
 つ
い
て
は
そ
 れ
る
の
成
立
年
代
当
時
の
グ
ジ
ャ
ラ
テ
ィ
史
料
が
残
さ
 れ
て
い
る
。
そ
の
 史
 

料
 に
よ
っ
て
パ
ー
シ
ー
の
聖
な
る
人
と
聖
火
殿
へ
の
 関
 わ
り
方
の
一
側
面
を
取
り
出
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
 タ
ウ
 デ
ィ
ア
 ソ
 ジ
ュ
マ
ン
 

ア
 ー
ダ
ラ
ー
 ソ
と
バ
ガ
サ
ス
 
ア
ン
プ
 ュ
 マ
ン
ア
ー
 タ
 シ
ユ
 
ダ
ー
ト
ガ
ー
に
関
す
る
史
料
を
提
示
す
る
。
 

一
八
六
九
年
、
タ
ウ
デ
ィ
の
ア
ン
ジ
ュ
マ
ン
に
よ
っ
て
 つ
 く
ら
れ
る
。
 チ
 オ
 サ
り
 か
ら
は
祭
司
 長
と
デ
サ
ィ
 家
の
 人
々
が
参
列
、
 

マ
不
ク
シ
 ベ
ー
ラ
ム
 ジ
タ
ヮ
 デ
ィ
ア
 、
 ナ
ナ
バ
イ
 
シ
 ャ
フ
 ル
 ジ
 
パ
テ
ル
が
指
導
に
あ
た
っ
た
。
一
九
 0
0
 年
 四
月
一
五
日
 

修
復
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
ダ
ダ
チ
ャ
ン
ジ
家
の
祭
司
が
 火
の
維
持
に
あ
た
り
、
 火
 そ
の
も
の
は
ダ
ー
ド
ガ
ー
で
あ
 っ
た
 。
一
九
 0
 

0
 年
 一
二
月
二
二
日
、
ダ
ー
ド
ガ
ー
が
 ア
 ー
ダ
ラ
ー
ン
 に
 格
上
げ
さ
れ
る
。
二
四
の
家
か
ら
火
が
集
め
ら
れ
た
。
 そ
の
中
に
 、
ナ
 

オ
サ
 り
の
祭
司
長
の
家
 、
ヂ
 サ
イ
 家
 、
ミ
ノ
チ
ャ
 ホ
ム
ジ
 家
 、
ダ
ダ
チ
ャ
ン
ジ
家
か
ら
の
人
が
含
ま
れ
る
。
六
組
 の
 祭
司
が
聖
別
 

に
 必
要
な
儀
礼
を
行
な
い
 0
 ァ
 ー
ダ
ラ
ー
 ソ
 は
ホ
ル
ム
ス
 シ
ク
ル
ワ
ル
シ
 
タ
 ワ
デ
ィ
ア
 
ア
 ー
ダ
ラ
ー
 ソ
と
 し
て
知
ら
れ
る
 

に
 至
っ
た
 0
 ク
ル
ヮ
ル
ジ
ヵ
ワ
ス
シ
タ
 
ワ
デ
ィ
ア
が
 息
子
の
霊
に
捧
げ
て
儀
礼
と
聖
な
る
火
の
維
持
に
必
要
 な
 財
物
を
ま
か
 

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 タ
 ウ
デ
ィ
 と
ナ
オ
サ
 り
の
学
校
 ほ
 全
て
休
校
に
な
っ
た
。
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(212)  88 

の 祝 ス （ た も 建 

つ 水   
つ       
アシ 

  
一 に び て る 

面 高 に 担 特 

  
教伝 Ⅹ てマ のしつ 

ク と 

。   
） の ア 

ヮ あ 係 殿 
の つ 頻 き シ っ を を 

ィ ヂ 一 周 
ア イ 年 を 
ル ア に 負 
ジ が モ 担 

ャ繍卜 二 ・ フこ 一木 し 

。Ⅱ 。口ロカ らノ，ハコ り め ロヵ 

  

  
たた ジ ゴヒ 

  
  
  

Ⅴ @ し 

篆苓 ・ 俺 
ク ィ れ 
ル ア て 
シ の ワ 
ェ 帝 並 デ 

ド に ィ 

ァ家 捧げ 

カ て に 
  
スつ巴 
ジ く て   
サ さ 

ィ ナ れ 
か オ て 
ら 臣 い 

勾 ジ る 
  
の っ こ 

き ネ れ 
・ グ は 
ダ ・ ジ -- 

  八 
マ ヴ 五 



聖な る 火をめぐる ， 

で
、
こ
れ
を
終
え
ず
に
は
パ
ー
シ
ー
の
宗
教
儀
礼
は
行
な
 

わ
れ
な
い
。
パ
ー
シ
ー
は
身
体
を
浄
め
終
わ
る
と
聖
火
 

殿
の
中
に
入
り
、
 

ゾ
ロ
 

ア
ス
タ
ー
の
肖
像
に
一
礼
を
し
そ
れ
に
手
で
触
れ
る
。
 

祈
 
り
の
部
屋
で
は
、
必
ず
頭
部
を
帽
子
や
 

ス
ヵ
 

ー
 
フ
 
で
 
被
 
い
、
履
物
は
脱
ぐ
。
 

両
 

手
を
胸
の
前
で
合
わ
せ
、
頭
を
垂
れ
、
聖
火
壇
の
出
入
 

ロ
の
 

前
に
立
ち
、
火
に
面
す
。
聖
火
壇
の
出
入
口
の
敷
居
 

近
く
に
は
丸
い
 

盆
と
杓
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 
接
触
さ
せ
、
鼻
を
床
に
触
れ
さ
せ
つ
つ
、
左
右
に
動
 

か
す
。
立
ち
上
が
り
、
 

火
 
に
面
し
つ
つ
、
 

ニ
 
・
二
歩
後
退
す
る
。
そ
し
て
こ
の
 

後
、
格
子
窓
越
し
に
火
を
見
つ
 

?
 
 

火
に
面
し
な
が
ら
 

祈
 
る
 
0
 
パ
ー
シ
ー
は
儀
礼
 

に
よ
っ
て
身
体
を
浄
め
、
供
物
を
通
し
て
人
性
接
す
る
。
 

そ
の
場
面
は
、
儀
礼
を
通
し
て
物
理
的
、
身
体
的
に
も
 

、
精
神
的
に
も
清
浄
で
 

あ
る
こ
と
へ
の
価
値
づ
け
、
と
い
う
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
 

の
 
思
考
様
式
に
つ
い
て
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
が
表
現
 

さ
れ
る
場
面
で
あ
る
 

 
 

 
 

為
 
で
あ
る
。
す
な
 

ね
 
ち
、
 

特
 

を
定
め
て
祭
司
に
教
石
と
呼
ぶ
。
マ
ー
チ
に
は
、
個
人
、
家
族
、
通
り
、
 

嫉
定
 
の
 
月
 
・
 
日
 
・
時
間
（
 

ガ
よ
 
 
 

 
 

ぴ
 信
託
に
し
て
行
な
 

う
 
も
の
（
 

円
 
q
E
 

の
（
・
三
審
 

田
 
）
 
が
 
あ
る
。
個
人
的
な
マ
ー
チ
は
 

、
 
特
に
妊
娠
、
誕
生
、
誕
 

生
日
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
 

ン
 
、
入
学
、
卒
業
、
就
職
、
婚
約
、
結
婚
等
の
人
 

生
の
節
目
に
個
人
の
意
志
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
 

、
 
家
か
ら
死
人
が
出
た
時
 

に
 
、
死
後
四
日
目
（
の
 

オ
 
0
 
す
 
め
崔
日
 

，
こ
の
日
の
朝
に
死
者
 

の
魂
 

・
ウ
ル
ワ
ン
は
こ
の
世
を
去
っ
て
チ
ン
ワ
ッ
ト
の
 

橋
 
に
 
向
 
い
 
そ
こ
で
審
判
を
 

受
け
る
）
、
十
日
目
分
ピ
 

プ
 
。
 
日
 
）
、
 

三
 
0
 
口
目
（
の
 

@
 
（
 
0
 
ぢ
 
）
、
一
年
己
心
（
 

約
 
ト
目
 

o
b
 

。
せ
 

い
 
Ⅱ
 
組
 
）
 
、
ギ
八
｜
 

ハ
ン
・
 

バ
 フ
ァ
ル
 

ヮ
 
ル
デ
ィ
ソ
 

 
 

・
 
火
 
）
に
行
な
わ
れ
る
。
 

ナ
オ
サ
リ
 

で
は
家
を
単
位
と
 

す
る
も
の
二
つ
 

、
 
通
り
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に 請 し 
内曲 

す 

斥 い けてこ 負 " の 
た 3 枚 信 だ シ 行 と に ぅ こ 

り 人 人 託 
す は の は 
る 原 魂 三 を   取 

か の 信   @ 
ケ "" - 

  
上 
げ 
る   

外 せ フ て 
さ 優 う 存   
れ 先 ヮ 続 
る し シ し 

。 て の て 

次 指 た い 
に 名 め る 負 ン ダ に の 

も さ に   
う れ 聖 一 て が バ 息 l   
一 る な 定 い 一 イ 子 ジ 

く 年 に が   
因 ｜ジ に ラ   の っ 財物 別の 、儀 が   火を る ん 口 

棟 札 中 な   

式 の を心通 定 と言 
ジ子ヒの l 息 た々 にょ 信託 めら する   が 

マ れ 儀 っ 
l た 礼 て 
チ 通 を 残 、 ン の   

  年々 関 にに し、 9 べ 

す 付 繰 そ 
る な り れ 
グ わ 退 か な ィ 

ジ な え ら 
ャ か し 得 
う っ て ら 

テ た 行 れ 

ィ 史 りくる " の利 
料 奴 で 得 
を 人 あ や 
記 な る 収 
述 他 。 入 
す の 信 を   
る 日 記 使   

。 的 を 用   ん ム を 千 人 ヒ 

あ て 
る い る   

朋マ 者 l 
の チ 

事 は 
例 つ 

と か 
し て 
て 叙   
タ     し 
ダ て 
バ い 

イ く 

  
ぅ の 
シ マ 

  
カ チ 
ン セ 主 

ガ 故 
人 

バ の 

、 。ノ 蓮退 l 一一 戸 -- 
  K@ - 
口 よ 

@ つ 
ジ て 

ガ な 
l さ 
信 れ 
託 る 

場ムロ （ Op 

  
甘 的 

に 行 木 帥コ 

  
ロが ）・ O ハ 

(2 Ⅰ 4) 

 
 

チ
は
 年
に
一
度
 九
ケ
 月
目
（
 爵
 
Ⅱ
 火
 ）
に
行
な
わ
れ
 る
 。
更
に
信
託
に
さ
れ
 

 
  

 



聖なる火をめぐる ゾロ アスター 

こ
れ
は
既
存
の
信
託
マ
ー
チ
に
依
頼
し
、
そ
こ
へ
貸
金
や
 土
地
を
委
託
し
、
そ
こ
か
ら
の
利
子
や
上
納
を
使
用
し
 
ア
 ー
タ
シ
ュ
・
 
べ
｜
 

ラ
ム
に
 拾
 い
て
故
人
の
命
日
に
故
人
の
魂
 と
 フ
ラ
フ
 シ
 の
 た
め
に
マ
ー
チ
を
行
な
っ
て
も
ら
 ぅ
 の
で
あ
る
 0
 こ
の
 形
式
の
マ
ー
チ
は
ナ
 ナ
 

サ
 り
に
於
て
は
極
め
て
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
託
マ
ー
チ
 0
 台
帳
に
は
、
月
、
日
、
時
間
（
 ガ
し
 
毎
に
故
人
の
 名
前
と
故
人
の
た
め
に
 

  

 
 

マ
ー
チ
を
委
託
し
た
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
 た
 、
こ
の
資
料
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
の
一
 
つ
は
 

ダ
ダ
バ
イ
 
々
オ
ロ
 

 
 

 
 

シ
の
 命
日
に
マ
ー
チ
が
行
な
わ
れ
る
べ
く
依
頼
さ
れ
て
 い
る
点
で
あ
る
。
 
チ
 オ
ロ
 ジ
 は
歴
史
上
の
人
物
で
パ
ー
シ
 

 
 

 
 

い
る
の
だ
が
、
先
の
マ
ー
チ
を
依
頼
し
た
人
に
は
血
縁
的
 に
は
無
関
係
で
あ
る
。
パ
ー
シ
ー
の
家
に
は
 

ナ
｜
 ム
 ・
グ
ラ
ハ
ン
（
名
盤
 ヨ
 ・
 

げ
ま
す
。
 

㈹
 母
ヒ
ラ
ソ
 ハ
イ
ベ
ー
ラ
ム
 ジ
 

ド
ー
デ
ィ
の
 
命
 日
 七
月
六
日
（
月
事
 ガ
簗
 ，
 日
 
パ
ゴ
 0
 在
住
）
 

L
 

㈲
 父
 

エ
ル
ワ
ド
ベ
ー
ラ
ム
ン
ク
ル
シ
 
ヱ
ド
シ
ド
 ｜
 デ
ィ
八
月
三
 0
 日
 
（
戸
戸
せ
 り
 二
日
レ
コ
の
母
 し
 

儀
ネ
 

㈹
 故
 ダ
ダ
バ
イ
 
々
オ
ロ
ジ
 
の
命
日
一
 0
 月
一
三
一
日
（
 月
 
し
お
・
目
口
の
 吝
ぎ
 ）
 

教
 

古
本
 

の
 

上
記
の
事
よ
ろ
し
く
お
取
り
計
ら
い
の
 程
 お
願
い
申
し
 上
げ
ま
す
。
 

教
 

ま
 0
0
0
 

ル
ピ
ー
を
上
記
二
人
の
名
前
に
お
い
て
台
帳
 

に
 記
載
し
 、
 更
に
こ
の
 丘
 0
0
0
 

ル
ピ
ー
を
預
け
た
利
子
 

（
今
は
銀
行
に
 

預
け
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
土
地
を
他
人
に
貸
し
与
え
 

て
そ
こ
か
ら
の
上
納
を
そ
れ
に
使
用
す
る
仕
方
も
あ
る
）
 

を
 用
い
て
、
 以
 

下
 に
掲
げ
る
三
つ
の
マ
ー
チ
を
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
日
に
 

ア
 ー
タ
シ
ュ
・
 
べ
｜
 ラ
ー
ム
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
た
だ
 

き
た
く
願
い
上
 

チ
 オ
 サ
り
 、
ア
ー
タ
シ
ュ
・
 
べ
｜
 ラ
ー
ム
信
託
 空
頁
 
仕
者
の
方
々
 へ
 。
我
々
は
 、
母
 （
故
人
）
 
ヒ
ラ
ソ
 バ
イ
 
べ
｜
 ラ
ム
 ぃ
ン
 

ク
ル
シ
ェ
 ド
ジ
 
ド
ー
デ
ィ
（
 
故
 エ
ル
フ
 ド
ダ
 ラ
ブ
 ジ
 
ホ
ル
ム
ス
 シ
 
ダ
ス
ト
ク
ー
ル
ジ
ャ
マ
ス
パ
 サ
 ）
 と
父
 （
故
人
）
 

ヱ
ル
ワ
 ド
ベ
ー
ラ
ム
シ
ク
ル
シ
ェ
ド
 
ン
 
、
ド
ー
デ
ィ
 

の
 敬
虔
な
魂
の
た
め
に
、
こ
こ
に
 
五
 0
0
0
 ル
ピ
ー
を
 
捧
げ
る
。
こ
の
 



g
r
a
 

ず
曲
コ
 
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
家
に
所
 属
す
る
故
人
の
名
前
が
記
し
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
前
 は
 死
者
の
フ
ラ
フ
 シ
 の
 

た
め
の
儀
礼
な
ど
の
際
に
全
て
呼
び
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
 る
 0
 そ
の
際
、
古
代
イ
ラ
ン
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
や
 イ
ソ
 ド
 の
 ゾ
ロ
 ア
ス
タ
 

｜
 教
徒
の
中
で
特
に
偉
大
な
人
物
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
 る
 人
々
の
名
前
も
呼
び
求
め
ら
れ
る
。
今
、
こ
の
よ
 う
 な
 慣
行
が
想
起
さ
せ
ら
 

れ
る
と
同
時
に
、
フ
ラ
フ
 シ
 を
呼
び
求
め
る
儀
礼
（
 ざ
 Ⅱ
 
ヰ
 a
r
 
宙
ぎ
ぺ
曲
篠
 
（
）
の
後
半
で
三
 
0
0
 以
上
も
の
異
な
る
 フ
ラ
フ
 シ
 が
呼
び
求
め
 

ら
れ
る
事
実
を
も
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
 

マ
ー
チ
に
は
形
式
に
つ
い
て
異
な
り
は
見
ら
れ
る
が
、
 ゾ
 口
 ア
ス
タ
ー
教
徒
が
マ
ー
チ
を
通
し
て
、
す
な
わ
ち
 聖
 な
る
人
へ
香
木
を
加
 

え
る
儀
礼
に
よ
っ
て
、
死
者
の
魂
を
供
養
し
よ
う
と
し
 て
い
る
態
度
が
観
察
さ
れ
、
か
っ
そ
の
よ
う
な
行
為
へ
は
 高
 い
 価
値
づ
げ
が
な
さ
 

れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
 

聖
火
 殿
 内
の
パ
ー
シ
ー
の
祝
祭
は
ジ
ャ
シ
ャ
ン
（
）
 掠
餌
 ）
 と
ガ
 ー
 ハ
ソ
 バ
ー
ル
（
の
 ゆ
き
ヨ
ヴ
笘
 
）
を
中
心
と
し
 て
い
る
 0
 パ
ー
シ
ー
 

は
 一
年
三
六
五
日
を
一
二
 ケ
 月
に
割
り
、
 一
ケ
 月
に
三
 0
 日
を
与
え
、
年
末
の
五
日
間
を
 ガ
 ー
サ
ー
 日
 
（
の
 
翠
プ
リ
 
）
と
称
し
て
い
る
。
 各
 

々
の
 月
 と
各
々
の
日
は
特
定
の
 ヤ
ザ
タ
 （
 
せ
 寒
か
 

a
.
 

祈
り
 

に
値
す
る
も
の
の
意
味
）
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
て
い
る
。
。
 
ハ
ー
シ
ー
の
家
で
の
 祈
 

り
は
、
そ
の
日
の
 ヤ
ザ
タ
 へ
の
祈
り
を
含
む
。
と
こ
ろ
で
 、
 月
の
 ヤ
ザ
タ
 と
日
の
 ヤ
ザ
タ
 が
同
一
で
あ
る
日
は
神
 聖
 で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 

て
い
る
。
そ
れ
ら
を
順
次
取
り
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 ャ
ザ
 タ
に
 付
さ
れ
て
い
る
意
味
を
も
述
べ
る
と
次
の
如
く
で
 あ
る
。
Ⅰ
の
べ
つ
 

p
q
&
 

～
 
コ
 

フ
ラ
フ
 シ
、
巨
 Ⅱ
Ⅰ
 
モ
が
プ
抜
 

（
・
ル
ハ
、
ホ
ア
 

0
q
 

ら
ひ
ら
・
 

キ
小
、
 
レ
目
 
ヰ
 c
 ユ
 %
 
.
 
植
物
、
の
 F
P
F
 
（
の
セ
ミ
，
 

空
 、
 目
 ～
 
ゴ
 （
 
幅
ゆ
コ
，
シ
 

 
 

 
 

地
 、
こ
れ
ら
の
ジ
ャ
シ
ャ
ン
の
祝
祭
の
間
に
六
回
の
 ガ
 ｜
 ハ
ン
バ
ー
ル
が
入
る
。
 

ガ
 ー
ハ
ン
バ
ー
ル
は
五
日
間
に
わ
た
る
祝
祭
で
あ
る
。
 本
 来
は
季
節
祭
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
 い
ろ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
 名
 

称
と
 関
連
 づ
 げ
ら
れ
て
い
る
創
造
と
を
示
す
と
日
の
日
日
 
卸
い
 
の
む
ヨ
付
 
せ
 p.
 空
 、
日
色
 宙
せ
卸
 
役
日
 P
.
 水
 、
 つ
と
ヱ
篠
ア
 

ひ
す
捷
 ，
大
地
、
下
Ⅱ
 
ゆ
 ・
 

の
 「
 巨
 P
.
 植
物
・
木
々
、
 審
酊
串
餌
に
 p
.
 動
物
、
 ロ
が
 
日
曲
 
の
 
で
 が
の
日
活
Ⅰ
申
文
 

p
.
 人
間
、
で
あ
る
。
ジ
ャ
シ
ャ
ン
 と
 ガ
 ー
ハ
ン
バ
ー
ル
の
 外
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聖な る 火をめぐる ソ     p アスター教の 宗教儀礼 

の 離 の 

で， フ 

  変 ヮ 0 つ の 

ィヒ シ フ い 内 に存 を越ラ は 水 、 フ ては 

え 還 シ 清 狂   
滅 続 す 世 そ 
の す る 界 の 
も る 。 の も 

の と全う造を 。 フ 創の 
し て ヮ に 生 
て の シ 手 長 
存 も は る せ 

っ に 
花 の 会 。 し 
し が て そ め 
銃 創 め れ る 
け ら 百 枚 精 
る れ 然 に 神 

。 る 的 ア 的   フ 前 な フ 実 
ぅ は も う 体   
は 精 あ ダ る 
ゾ 神 る の   
ロ 的 い 創 ア 

ア 実 は 造 フ 

マ 
  

  
ラ 々 介 入   

93@ (217) 

め
 て
あ
る
こ
こ
で
フ
ラ
フ
 

@
 
 。
 

@
 
 
シ
 に
 つ
 Ⅰ
て
 

、
 =
 
目
 及
 し
て
し
く
 

@
 （
 
t
2
 

）
 
o
 

祭
 が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
な
る
火
を
 保
つ
聖
火
 殿
 は
こ
れ
ら
の
要
素
を
共
同
で
祝
祭
す
る
空
間
 と
し
て
も
存
し
て
来
た
 

 
 

に
 聖
火
 

o
N
 Ⅰ
 

タ
 ー
の
 

日
 と
し
 

ジ
ャ
 

（
六
 

%
 今
古
 
苗
 ）
 殿

 内
で
祝
わ
れ
る
事
と
し
て
、
数
年
（
 之
 ひ
 %
O
N
 
）
 
、
ゾ
 ロ
 ア
ス
タ
ー
の
誕
生
日
（
本
オ
 
の
 ㍉
 
隼
ゆ
 
隼
の
巴
，
一
月
六
日
、
 
こ
の
日
は
名
 0
 

ぎ
の
特
別
の
新
年
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）
、
ア
フ
ラ
・
 マ
 ズ
ダ
 の
 日
 
（
 一
 0
 月
一
日
、
八
日
、
一
五
日
、
二
三
日
 ）
 、
ゾ
ロ
ア
ス
 

年
忌
（
 一
 0
 月
一
一
日
）
が
あ
る
。
ま
た
九
月
一
九
日
 を
 命
日
が
不
明
確
な
人
々
や
年
末
の
五
日
間
に
死
ん
だ
 人
 々
の
た
め
の
 命
 

て
い
る
こ
と
、
更
に
一
二
月
二
九
日
（
 旨
簿
甘
 
r
a
 
の
 
っ
 が
 コ
宙
 
）
 を
 フ
ラ
フ
 シ
 の
た
め
に
祝
う
こ
と
が
興
味
深
い
。
 

シ
ャ
ン
、
ガ
ー
ハ
ン
バ
ー
ル
を
中
心
と
す
る
パ
ー
シ
ー
の
 祝
祭
に
つ
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
祝
祭
を
 通
じ
て
、
動
物
 

植
物
と
並
び
に
自
然
環
境
的
要
素
（
 火
 、
水
、
空
、
 大
 地
 ）
を
く
り
返
し
崇
め
て
い
る
一
方
で
、
人
の
フ
ラ
フ
 シ
 の
た
め
の
 祝
 



ワ
 シ
の
住
居
に
帰
る
 0
 人
の
死
後
、
チ
ン
ワ
ッ
ト
の
 橋
 （
 
ハ
し
 

@
 
由
セ
が
 
目
の
 づ
 の
 
ぺ
 
の
 
富
 ）
で
審
判
を
受
け
、
そ
の
応
報
を
 
受
け
る
の
は
ウ
ル
フ
 ン
 

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
 、
 生
き
て
い
る
者
と
死
ん
で
い
る
者
 を
 結
び
つ
げ
る
精
神
的
実
体
は
死
者
の
フ
ラ
フ
 シ
 で
あ
 る
 。
人
の
死
後
三
日
目
 

に
 、
死
者
の
フ
ラ
フ
 シ
 は
呼
び
求
め
ら
れ
る
。
死
者
の
 フ
 ラ
ワ
 シ
が
生
き
て
い
る
者
を
援
助
す
る
。
フ
ラ
フ
 シ
 は
 、
 水
を
流
し
、
木
々
を
 

生
長
せ
し
め
、
風
を
吹
か
せ
、
太
陽
、
星
、
月
を
軌
道
 に
 乗
せ
、
家
畜
を
増
大
さ
せ
馬
と
車
を
与
え
、
人
の
妊
娠
 、
出
産
を
安
全
に
す
 

る
 0
 こ
の
よ
う
な
フ
ラ
フ
 シ
 は
 、
 家
の
フ
ラ
フ
 シ
、
 通
り
 の
 フ
ラ
ワ
シ
、
村
の
フ
ラ
ワ
シ
、
国
の
フ
ラ
ワ
シ
 と
し
 て
 言
及
さ
れ
て
も
 ぃ
 

る
 。
フ
ラ
フ
 シ
 が
領
域
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
 フ
 ラ
ワ
 シ
は
戦
士
的
性
格
を
有
す
る
。
そ
れ
は
武
装
し
 、
 鉄
の
武
器
で
悪
魔
 

（
 
し
曲
ゆ
 
せ
曲
）
を
倒
す
。
フ
ラ
ワ
シ
の
援
護
、
攻
撃
力
、
勇
 
敢
 さ
は
、
 敵
 と
の
戦
い
に
 拾
 い
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
 生
き
て
い
る
者
は
供
物
 

（
 肉
 と
衣
服
）
と
祈
り
に
よ
っ
て
フ
ラ
フ
 シ
 を
記
憶
し
、
 崇
敬
し
、
そ
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
。
両
者
の
関
係
は
互
 恵
 的
な
も
の
で
あ
る
。
 

ジ
ャ
シ
ャ
ン
が
フ
ラ
フ
 シ
 の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
と
き
 は
 、
パ
ー
シ
ー
は
 ダ
 ク
マ
（
 し
簿
 
Ⅹ
 日
 a
 、
鳥
葬
の
塔
）
に
 行
 き
 、
フ
ラ
フ
 シ
 を
 

供
養
す
る
。
特
に
年
末
の
 一
 0 日
間
は
死
者
の
フ
ラ
フ
 シ
 が
そ
れ
で
ぞ
れ
の
生
前
の
家
々
に
帰
っ
て
来
て
、
そ
こ
 に
 住
む
人
々
の
称
賛
を
 

求
め
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
期
間
中
、
パ
ー
シ
 ｜
は
 家
の
一
画
を
フ
ラ
フ
 シ
 を
迎
え
る
場
所
と
し
て
選
び
 、
そ
こ
を
水
で
洗
い
、
 

台
 を
設
け
て
、
そ
の
上
を
水
と
花
で
飾
る
。
そ
の
場
所
 に
は
 火
 
（
し
才
 
ヂ
 小
さ
な
器
に
灯
心
を
浸
し
た
も
の
）
が
 点
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
 

死
者
の
フ
ラ
フ
 シ
 を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
故
人
の
 命
日
に
は
、
聖
な
る
パ
ン
 
台
ピ
 二
日
）
、
と
聖
な
る
 水
 
（
 
%
 
１
 ぺ
 ）
、
ザ
ク
ロ
、
 卵
等
 

の
 供
物
を
用
意
し
 、
 火
を
点
し
て
故
人
の
フ
ラ
フ
 シ
 の
 供
 養
 を
す
る
。
こ
の
儀
礼
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
に
と
っ
 て
 極
め
て
重
要
な
も
の
 

で
あ
る
。
宗
教
的
儀
礼
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
フ
ラ
フ
 シ
の
 シ
ン
ボ
ル
は
 ナ
オ
サ
リ
 に
 於
る
 全
て
の
聖
火
 殿
に
 描
か
れ
て
い
る
。
 

言
及
し
た
。
更
に
聖
火
 殿
 内
で
行
な
わ
れ
る
マ
ー
チ
 と
 

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
聖
な
る
人
と
聖
火
殿
へ
の
 関
わ
 

共
同
の
祝
祭
の
観
察
を
通
し
て
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
が
 

り
 方
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
が
故
人
の
霊
魂
の
供
養
 と
関
 

死
者
 空
塊
や
 フ
ラ
フ
 シ
 

達
 し
て
い
る
側
面
に
 

を
 聖
な
る
人
へ
香
木
を
加
え
る
儀
礼
を
中
心
に
し
て
 供
 養
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
取
り
出
し
た
。
し
か
も
フ
ラ
フ
 シ
は
 ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
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で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
を
通
し
て
の
 考
 察
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
 徒
 、
パ
ー
シ
ー
は
 聖
な
 

に
お
い
て
死
者
と
生
き
て
い
る
者
と
を
結
ぶ
精
神
的
実
体
 で
あ
り
、
フ
ラ
フ
 シ
 と
の
間
に
互
恵
的
な
関
係
が
存
し
 て
い
る
こ
と
も
理
解
さ
 

れ
た
。
フ
ラ
フ
 シ
 は
何
か
永
遠
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
 る
 精
神
的
実
体
で
あ
り
、
一
方
で
は
そ
の
戦
士
的
性
格
の
 故
に
戦
い
の
場
面
で
呼
 

び
 求
め
ら
れ
る
対
象
で
も
あ
っ
た
。
 

上
げ
た
の
は
聖
な
る
人
と
聖
火
 殿
 に
関
す
る
宗
教
儀
礼
 

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
が
死
者
の
魂
 や
 フ
ラ
フ
 シ
 を
供
養
 

で
あ
る
か
ら
一
面
的
で
ほ
あ
る
。
し
か
し
、
聖
な
る
人
と
 

す
る
こ
と
に
価
値
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
 ナ
オ
 

聖
火
 殿
は
ゾ
ロ
 ア
ス
タ
 

サ
リ
 に
 於
 い
て
慣
行
 

さ
れ
て
い
る
パ
ー
ラ
ク
（
㌧
里
美
養
子
制
度
）
 や
ザ
ン
 』
 
ア
 ・
ラ
 フ
 ー
ニ
ー
（
 ビ
 コ
隼
の
・
 

ぺ
欝
づ
 

ひ
き
）
に
も
表
わ
れ
て
 い
る
。
パ
ー
ラ
ク
は
 男
 

子
を
中
心
と
す
る
養
子
慣
行
で
あ
る
。
し
か
し
パ
ー
ラ
 ク
に
 指
名
さ
れ
た
男
子
に
は
原
則
と
し
て
財
産
相
続
の
権
 利
は
認
め
ら
れ
て
い
な
 

い
 。
パ
ー
ラ
ク
に
さ
れ
た
人
の
第
一
義
的
使
命
は
、
自
分
 を
 パ
ー
ラ
ク
に
し
た
人
の
死
後
、
そ
の
人
の
た
め
に
 宗
 教
 儀
礼
を
行
な
っ
て
 い
 

く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
儀
礼
は
 、
 聖
な
る
火
に
香
 木
を
加
え
る
行
為
を
中
心
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
故
人
の
 霊
を
供
養
し
ょ
う
と
す
 

る
 。
こ
の
儀
礼
が
継
続
さ
れ
る
限
り
、
パ
ー
ラ
ク
を
 指
 卒
 し
た
人
の
名
前
は
儀
礼
の
中
で
呼
び
求
め
ら
れ
て
い
く
 。
死
者
の
霊
魂
が
供
養
 

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
名
前
も
記
憶
さ
れ
て
い
く
。
 ザ
ソ
デ
 ・
 ラ
ヮ
 ー
ニ
ー
は
、
死
後
一
年
間
に
行
な
う
 べ
 ぎ
 儀
礼
を
生
き
て
い
る
 

間
 に
済
ま
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
は
徳
 の
 高
い
行
為
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
 の
間
で
し
ば
し
ば
 待
た
 

わ
れ
て
い
る
。
死
者
の
霊
の
供
養
へ
の
関
心
の
高
さ
が
，
 」
こ
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
 

儀
礼
は
複
合
と
し
て
存
在
す
る
。
諸
々
の
儀
礼
の
相
互
 連
関
の
中
か
ら
意
味
の
あ
る
内
容
が
抽
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
 な
い
。
本
稿
で
取
り
 

｜
 教
の
中
心
的
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
聖
な
る
火
は
個
別
的
 に
 聖
別
さ
れ
、
独
自
性
を
保
ち
、
永
遠
に
燃
え
続
け
る
 よ
う
 に
と
 複
雑
な
儀
礼
 

に
よ
っ
て
香
木
を
加
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
儀
礼
は
聖
な
 る
 火
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
 意
味
で
、
ま
た
一
方
で
 

は
 聖
火
殿
の
中
で
行
な
わ
れ
る
宗
教
儀
礼
で
あ
る
ジ
ャ
シ
 ヤ
ン
、
ガ
ー
ハ
ン
バ
ー
ル
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
が
共
 同
 で
行
な
 う
 べ
 き
 祝
祭
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ま
 
 
 

（
 
1
 ）
㌧
 ゅ
 （
の
 
@
 は
 ㌧
 い
 お
が
（
 

0
.
 

づ
 ・
）
か
ら
派
生
し
、
古
代
マ
 リ
 コ
 南
西
部
に
位
置
し
た
地
域
名
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
 住
 む
 人
々
を
も
指
す
名
称
で
 

あ
っ
た
。
㌧
 ひ
 「
の
の
形
で
出
て
く
る
時
も
あ
る
。
同
じ
く
地
域
 
名
 で
あ
る
。
㌧
 ゅ
あ
 の
形
容
詞
彩
㌧
 ゅ
 コ
守
は
、
か
っ
て
㌧
 
卸
助
 に
 住
む
人
々
を
 表
 

わ
す
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
た
言
語
を
も
示
し
て
 ぃ
 る
 。
（
 ト
ミ
 @
r
N
p
,
 

由
ゴ
 
e
N
0
 「
 
o
a
 
の
 
宙
守
コ
オ
 
臼
田
 ぎ
 タ
 %
0
5
 
オ
 リ
せ
 
・
 円
ゴ
の
 
Ⅱ
コ
年
 

ヒ
笘
 
ユ
 %
 

㌧
「
の
の
の
・
 

1
 
の
㍉
 

7
.
 

づ
や
 
・
 
P
 
ー
 &
.
 
）
 

（
 
2
 ）
目
が
 ポ
目
 く
の
 
す
 の
グ
 ミ
く
 
T
 （
の
り
 

す
 
p
h
*
C
 
コ
 由
の
の
の
の
 

-
P
 

の
り
 
ゴ
り
持
 ）
・
 

0
.
 

ロ
 ・
 ワ
下
 
0
 ゴ
 「
（
㌧
 
p
 建
 ）
田
の
 
す
 の
 
り
ガ
 
）
口
口
す
ぎ
 
拍
 0
 
コ
、
 ）
の
Ⅱ
 

け
の
 ・
 
N
 お
 ・
武
藤
一
雄
、
薗
田
家
 

人
 、
薗
田
 垣
訳
 。
ロ
カ
ホ
 

数
 社
会
学
」
創
立
社
、
昭
和
五
一
年
、
一
 一
一
一
一
一
。
 

へ
 1
 Ⅰ
 
ン
、
 

ホ
 
3
 ）
 
ナ
オ
サ
リ
 は
ボ
ン
ベ
イ
か
ら
北
に
二
四
 0
 キ
ロ
、
ア
ラ
 ビ
ア
海
か
ら
一
九
キ
ロ
の
沿
岸
に
位
置
す
る
。
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
 州
 に
属
し
、
人
口
約
八
 0
 

0
0
 人
 、
ヒ
ン
ド
ウ
（
 由
ぎ
 年
 E
 の
 ）
、
ム
ス
リ
ム
（
 
目
 。
 ム
の
ヨ
 
の
）
 
、
 シ
ャ
イ
ナ
教
徒
（
）
 
巴
コ
巴
、
ス
イ
 ン
デ
ィ
（
 臼
 コ
年
豆
 
の
 
）
 、
 等
が
 

共
に
生
き
て
い
る
。
 

る
火
へ
 香
木
を
加
え
る
儀
礼
を
通
し
て
死
者
の
魂
の
供
養
 な
 行
な
っ
て
き
た
。
死
者
の
魂
も
不
死
で
は
あ
る
が
、
 こ
の
魂
は
死
者
に
属
 

し
 、
死
後
四
日
目
の
朝
に
こ
の
世
を
離
れ
て
チ
ン
フ
ッ
ト
 の
 橋
で
審
判
を
受
け
る
。
魂
は
こ
の
 ょ
う
 な
意
味
で
、
 こ
の
世
で
の
個
人
の
行
 

為
を
規
制
し
て
い
る
 0
 こ
の
世
で
の
個
人
の
行
為
は
死
 後
 応
報
的
に
裁
か
れ
る
。
聖
火
 殿
 内
の
共
同
の
祝
祭
に
 於
 て
は
フ
ラ
フ
 シ
と
ア
フ
 

ラ
マ
ズ
ダ
の
物
質
的
創
造
が
称
讃
さ
れ
て
ぎ
た
。
フ
ラ
フ
 シ
は
魂
 と
は
異
な
る
。
祝
祭
の
中
で
は
フ
ラ
フ
 シ
 を
 呼
 び
 求
め
る
こ
と
が
最
も
 

重
要
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
死
者
の
フ
ラ
フ
 シ
 群
 は
こ
の
世
に
も
ど
っ
て
き
て
、
生
前
の
家
々
を
訪
れ
る
 と
も
信
じ
ら
れ
て
い
 

る
 。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
は
供
物
を
そ
な
え
火
を
点
し
 て
 フ
ラ
フ
 シ
 を
迎
え
る
。
死
者
の
フ
ラ
フ
 シ
と
 生
き
て
い
 る
 者
と
の
互
恵
的
関
係
 

で
あ
る
。
フ
ラ
フ
 シ
 は
生
き
て
い
る
者
に
恩
恵
を
施
す
。
 フ
ラ
フ
 シ
 は
永
遠
の
精
神
的
実
体
で
あ
り
、
死
者
と
生
 者
を
結
び
つ
け
 ろ
 も
の
 

で
あ
る
。
こ
の
 ょ
 う
に
パ
ー
シ
ー
は
聖
な
る
人
と
聖
火
 殿
 と
い
う
最
も
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
的
な
シ
ン
ボ
ル
に
関
す
 る
 儀
礼
を
通
し
て
、
 死
 

者
の
魂
と
死
者
の
フ
ラ
フ
 シ
 の
供
養
を
行
な
っ
て
き
た
 し
 、
ま
た
パ
ー
ラ
ク
 や
ザ
 ン
デ
・
 ラ
ヮ
 ー
ニ
ー
と
の
関
連
 に
お
い
て
そ
の
こ
と
へ
 

高
い
価
値
づ
げ
を
行
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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聖なる火をめぐる ゾロ アスター   教の宗教儀礼 

（
 5
 ）
聖
な
る
火
へ
の
燃
料
と
し
て
は
乾
い
た
、
香
り
を
放
つ
木
 片
が
 尊
ば
れ
て
い
る
（
 ア
 ー
タ
シ
ュ
・
ニ
ャ
ー
 ヱ
シ
ュ
ハ
 、
一
四
 、
一
五
参
照
）
例
え
ば
 ビ
 

ヤ
 ク
ダ
ン
、
シ
タ
ン
、
 ハ
ヮ
ル
 等
の
常
緑
喬
木
。
イ
ラ
ン
の
 ソ
 コ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
間
で
は
 ザ
 ク
ロ
の
 ホ
 、
ア
ン
ズ
の
 ホ
、
ピ
 ス
タ
チ
オ
の
木
が
優
 

失
 さ
れ
て
い
る
（
目
銭
ぜ
い
 $
 ら
 タ
ト
 
T
 お
 T
 コ
卑
 「
 
0
 握
ォ
 。
 三
 o
 叶
 N
o
 
Ⅱ
 
0
 り
の
神
二
の
コ
式
ヨ
 

.
0
 

Ⅹ
Ⅱ
 

0
 Ⅰ
 
年
 @
 圧
甘
 
の
の
 デ
い
 
Ⅰ
 
0
 コ
年
 
0
 コ
 ㌧
Ⅰ
 
0
 
の
 の
 
・
）
の
Ⅱ
～
・
㌧
・
 

q
 
肌
 ）
。
 

ナ
オ
サ
リ
 に
於
て
は
牛
の
糞
を
乾
か
し
て
聖
な
る
火
へ
の
燃
料
 と
し
て
使
用
し
た
事
実
も
あ
る
。
 

（
 6
 ）
聖
な
る
火
に
燃
料
を
加
え
る
儀
礼
は
ブ
イ
（
 
サ
ヨ
 ）
と
坪
 ば
れ
る
。
守
田
・
 ヴ
 日
は
や
 き
鮫
 0
 隼
鼠
 
に
あ
た
り
・
「
 
香
 り
 」
を
意
味
す
る
。
 パ
｜
 

シ
ー
は
、
こ
の
儀
礼
を
ブ
イ
・
 デ
 ウ
ィ
（
 ヴ
 三
色
の
支
文
字
ど
お
 り
に
は
、
芳
香
を
与
え
る
の
意
味
）
と
呼
ぶ
。
ア
ー
タ
シ
ュ
 

ダ
ー
ド
ガ
ー
に
 

は
 、
祭
司
だ
け
で
な
く
平
信
徒
も
燃
料
を
加
え
る
こ
と
が
で
 き
 る
 。
ア
ー
タ
シ
ュ
・
ア
ー
ダ
ラ
ー
ン
に
は
、
祭
司
の
み
が
そ
の
 資
格
の
い
か
ん
を
と
 

わ
ず
燃
料
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ー
タ
シ
ュ
・
 べ
一
ラ
 １
ム
に
は
、
祭
司
の
み
が
、
し
か
も
 ク
 l
 ブ
 （
 
メ
ロ
ダ
一
 0
 日
 に
わ
た
る
バ
レ
シ
ュ
 

ヌ
 ヌ
ー
 ム
 と
い
う
清
祓
儀
礼
を
経
た
翌
朝
に
 ゃ
ス
ナ
 の
儀
礼
を
 待
 た
り
こ
と
）
を
終
え
て
い
る
祭
司
だ
け
が
、
燃
料
を
加
え
る
 @
 
」
と
が
で
き
る
。
 こ
 

の
ク
 ー
 ブ
 は
四
日
間
だ
 け
 有
効
な
の
で
、
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
ま
 た
く
り
か
え
し
て
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ブ
イ
の
儀
礼
は
 、
 一
日
に
五
回
、
 ガ
｜
 

 
 

に
そ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
ガ
ー
ご
と
に
聖
な
る
火
へ
の
祈
り
（
 ア
 ー
タ
シ
ュ
・
ニ
ー
ア
ー
シ
ュ
レ
（
が
い
名
田
岡
 

セ
 0
 い
 ）
が
唱
え
 
ろ
 れ
る
。
ア
ー
タ
シ
 

ュ
 ・
 べ
｜
 ラ
ー
ム
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 ガ
 ー
ご
と
に
、
一
一
回
、
 九
回
、
七
回
、
七
回
、
六
回
と
な
っ
て
い
る
が
、
ア
ー
 
タ
 シ
ュ
・
ア
ー
 タ
ラ
｜
 

ン
 、
ア
ー
タ
シ
ュ
・
ダ
ー
ド
ガ
ー
に
は
一
度
だ
け
で
よ
い
。
 燃
 料
 に
は
、
ビ
 ヤ
ク
 ダ
ン
、
シ
タ
ン
な
ど
の
常
緑
喬
木
を
乾
燥
 さ
 せ
 一
五
 @
 一
一
ハ
 

レ
 ㎝
 の
 

 
 

長
さ
の
片
に
し
た
も
の
を
用
い
る
が
、
ア
ー
タ
シ
ュ
・
ア
 f
 ダ
 ラ
ー
ン
 と
ア
 ー
タ
シ
ュ
・
ダ
ー
ド
ガ
ー
に
は
一
片
の
み
加
え
 ろ
 
  

 
 

 
 

  

六
月
中
旬
 @
 
九
月
中
旬
を
雨
季
で
過
し
、
残
り
を
乾
季
で
過
し
 、
農
業
、
漁
業
、
繊
維
 業
 が
営
ま
れ
て
い
る
。
 

ナ
オ
サ
リ
 
の
中
 占
部
（
略
図
に
示
し
 

た
 部
分
）
は
徒
歩
で
も
 二
 0
j
 
三
 0
 
分
で
縦
横
断
で
き
る
範
囲
 に
あ
り
、
こ
こ
に
七
二
九
世
帯
、
二
三
二
六
名
の
パ
ー
シ
ー
が
 住
ん
で
い
る
。
 

（
 4
 ）
聖
な
る
火
は
一
定
の
儀
礼
を
通
し
て
浄
め
ら
れ
、
聖
別
 
さ
れ
、
最
終
的
に
 、
目
苦
扱
巨
 （
即
位
式
）
を
経
て
い
る
。
 
つ
い
ポ
 
（
 
コ
い
 
か
 ぎ
 @
 ほ
 つ
い
て
 

は
 、
聖
火
壇
を
囲
む
壁
に
 剣
 、
 権
標
 （
先
端
に
牛
の
頭
を
付
し
 
た
も
の
）
正
笏
（
詳
し
く
は
の
 づ
 の
 5
 
 い
出
 り
ユ
ヨ
り
コ
 
・
 鰍
 「
の
 
@
 
の
 ヒ
 レ
・
 
ト
 0
%
 
叶
の
コ
 
-
 由
 ・
Ⅰ
 

口
 「
 @
-
-
,
 

）
 窩
 ）
・
 

U
.
 

㌍
を
参
照
）
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
 
想
 起
さ
せ
る
。
更
に
、
か
っ
て
ス
ラ
ト
に
於
て
、
シ
ェ
ー
ン
シ
 

ヱ
 ー
 イ
ヘ
 の
 す
卸
 
す
村
戸
 

の
鯨
ま
 ）
パ
ー
シ
ー
と
カ
ド
 ニ
 
（
本
注
 2
 ご
 
パ
ー
シ
ー
が
 、
 
一
つ
 の
町
に
二
つ
の
聖
な
る
 人
 
（
こ
の
場
ム
ロ
は
 
ア
 ー
タ
シ
ュ
・
 
べ
｜
 ラ
ム
）
を
置
く
べ
 

 
 

き
 か
否
か
に
つ
い
て
論
争
を
交
え
た
こ
と
を
も
想
起
さ
せ
る
 C
 
ナ
ミ
 0
 臼
 ・
 づ
 す
の
再
出
 田
 -
0
 
仁
の
の
の
Ⅱ
 

0
 ヨ
 o
 ヨ
 9
 
ひ
 コ
口
 0
 年
降
 0
 ヨ
の
 0
 目
円
 二
の
㌧
 笛
 Ⅰ
の
の
の
 

押
 

㏄
ミ
ロ
 
ヴ
 p
 づ
 -
 援
 二
 %
 穿
 
き
年
ご
 ㌧
「
の
の
の
・
）
の
 

2
2
.
 

ワ
燵
目
 ）
。
 



福
 」
）
を
三
回
唱
え
る
。
つ
ぎ
、
に
、
 

善
思
 
（
 フ
 ヴ
ァ
ル
シ
ュ
タ
 小
山
 
セ
ぃ
 
Ⅰ
い
侍
の
）
 

と
声
に
出
し
て
言
い
つ
つ
、
 ビ
 ャ
ク
ダ
ン
と
乳
香
を
聖
な
る
 人
 に
 加
え
、
 手
 

浄め 宙がは絶対 を ミ az 「ア き ると、 ンを さ （ ｜チ 離して 片のビ 面に面 高に面 東に面 。タンを 袋をつ まり 年 。Ⅹ りにか 先の と ｜シュ が唱え への祈 への祈 二、第 

お ィ 

  
グ ・ ノ '< ッド (Gum ト aad) せ ) Ⅰ ゐ ⅡをⅡ 

バレシュヌ一ム を湘 ませ、 クープを 

t 圭た 人だけが 入 ることができる。 

邸 ，通例Ⅰ剣が 卦 っていろ。 

ゴヒ束 棄 丈田 
(2) (4) (31 

/ ク一ウ 4  く p ヰ v@ 
何 %  S-6 ㎝ 

4 脚の里人台 (8t 憶 xvan@ 
(6) fl) (5) 理人台 @ こ支 えられた理人がほ frin 睡 nyu) 
西北 西 南西 

この ダ ンバッドの申では 

火 に打ずる折り ( 可 tt8 玉 

N@!ye りのみがと々 えら 
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聖なる火をめぐる ゾロ アスタ 一 教の宗教儀礼 

      
          

  
  を ・ を ・ をれ人 
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う （ 
に チ 

祈 ヤ 
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え ァ 
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（ Ⅰ ン 
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聖な る 火をめぐる ゾ p アスタ 一 教の宗教儀礼 

101 

い
 ず
が
祭
司
（
 君
 ミ
ヨ
が
ら
り
川
か
ら
 
民
り
 江
川
ま
で
）
 、
 
㈲
 内
す
 の
ヨ
ず
 
が
（
 
P
 
 
祭
司
（
 ま
 P
F
@
 
川
か
ら
の
が
 審
 「
 
ヨ
 が
ま
 川
 ま
で
）
の
 
如
き
づ
 銭
 巨
ゅ
 ず
群
 

存
し
た
。
 

（
は
）
 
チ
 オ
 サ
リ
 の
近
く
の
フ
ロ
ー
チ
に
於
て
、
祭
司
の
不
足
 と
 聖
火
殿
を
維
持
す
る
費
用
の
不
足
か
ら
、
ア
ー
タ
シ
ュ
・
 ア
 ｜
 ダ
ラ
ー
ン
が
消
失
し
て
 

し
ま
っ
た
と
い
 
5
 事
実
は
存
す
る
。
聖
な
る
火
を
絶
や
し
て
し
 ま
う
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
 パ
｜
 シ
ー
は
こ
れ
に
つ
い
 

て
 全
く
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
結
果
的
に
は
こ
れ
 を
 立
て
直
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
 

（
 刻
 ）
こ
れ
に
関
し
て
は
 
ロ
 西
日
本
宗
教
学
雑
誌
 L
 第
六
号
 づ
 ワ
 ㌍
１
 %
 
 参
照
。
 

ハ
 %
 ）
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
暦
の
年
末
の
 
一
 0
 
日
間
に
フ
ラ
フ
 
シ
 の
た
め
に
儀
礼
を
行
な
 う
 。
パ
ー
シ
ー
は
家
の
中
の
一
画
 を
フ
 -
 
フ
ワ
 シ
を
迎
え
る
場
所
と
 

し
て
選
び
、
そ
こ
を
水
で
洗
い
、
テ
ー
ブ
ル
を
設
け
、
そ
の
上
 を
 水
と
花
で
飾
る
。
そ
の
場
所
に
は
火
が
点
さ
れ
る
。
 

（
 戎
 ）
故
人
の
命
日
に
め
拙
の
儀
礼
を
行
な
 
う
 こ
と
。
 し
ゑ
 は
 聖
な
る
人
、
聖
な
る
水
、
聖
な
る
 パ
ソ
 
（
 け
 曲
 ロ
コ
 ）
、
ザ
ク
 ロ
 、
乳
製
品
、
卵
か
ら
な
る
 

供
物
を
伴
な
 う
 。
 

（
 恭
 ）
聖
火
殿
の
規
模
は
異
な
る
が
、
そ
の
構
造
は
殆
ん
ど
 
同
 じ
で
あ
る
。
こ
こ
は
 ナ
オ
サ
リ
 
の
 ア
 ー
タ
シ
ュ
・
 
べ
｜
 ラ
ム
を
 
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
 

い
く
。
敷
地
の
広
さ
は
約
四
三
 m
 四
方
。
一
階
建
。
聖
火
 殿
の
 門
 を
く
ぐ
る
と
庭
が
あ
る
。
（
約
八
 

m
 四
方
）
こ
こ
に
 ザ
 ク
ロ
、
 ナ
ッ
 メ
 サ
シ
と
花
 

々
が
植
え
て
あ
る
。
 
ザ
 ク
ロ
と
 々

ッ
メ
ヤ
シ
 
は
 ヤ
ス
ナ
 の
儀
礼
 に
 使
用
さ
れ
る
。
ア
ッ
シ
リ
ア
風
の
数
本
柱
に
支
え
ら
れ
た
 上
 方
の
壁
に
は
、
太
陽
 

と
 フ
ラ
フ
 
シ
と
 火
を
表
わ
す
 シ
ソ
ボ
め
 が
刻
ま
れ
て
い
る
。
 
と
 り
 わ
 け
 フ
ラ
フ
 シ
 は
ナ
 ナ
サ
リ
 の
聖
火
 殿
 全
て
に
描
か
れ
て
い
 る
 。
入
口
に
は
聖
火
 

殿
の
成
立
に
つ
い
て
の
歴
史
が
グ
ジ
ャ
ラ
ー
テ
ィ
で
記
し
て
あ
 る
 。
聖
火
殿
の
中
に
入
る
大
理
石
造
り
の
 壁
 、
上
方
に
シ
ャ
 
沓
 ア
リ
ア
が
 吊
 さ
れ
て
 

い
る
。
そ
こ
に
 
ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
の
肖
像
 c
 局
さ
二
・
七
 
m
 ）
 と
 著
名
な
祭
司
、
平
信
徒
の
肖
像
が
掲
げ
て
あ
る
。
 ゾ
ロ
 ア
ス
タ
 １
 0
 肖
像
は
新
年
、
 

ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
の
誕
生
日
そ
の
他
の
祝
祭
日
に
は
ソ
ロ
ア
ス
タ
 

生
理
 リ
 マ
ー
チ
、
ア
ン
テ
ィ
ア
通
り
マ
ー
チ
、
 

デ
 サ
イ
通
り
て
 

｜
 教
徒
に
よ
っ
て
花
で
飾
ら
れ
る
。
そ
の
肖
像
に
一
礼
を
し
、
 

｜
チ
 。
 

そ
れ
に
触
れ
る
。
 
そ
 

の
 奥
に
聖
火
 壇
 
（
 5m
X
5
m
 

、
天
井
の
高
上
八
 m
 ）
を
囲
む
 祈
り
の
部
屋
二
方
一
五
 m
X
 五
 m
 、
他
方
は
五
 m
X
 四
 m
 ）
 が
 展
開
す
る
。
 

（
 挺
 ）
 
下
ヌ
弾
 Ⅰ
 舌
づ
巴
ニ
 
@
 
二
の
（
 

a
.
 

下
田
・
注
口
「
㏄
の
（
 

ギ
 ・
 ア
｜
 タ
シ
ュ
・
 
べ
｜
 ラ
ム
の
灰
は
牛
の
尿
と
と
も
に
清
祓
儀
礼
に
用
 い
ら
れ
て
い
る
。
 

（
「
 

3
 ）
ダ
ス
ト
ゥ
ー
ル
 
家
 マ
ー
チ
、
 デ
 サ
イ
 家
 マ
ー
チ
、
カ
ム
 
ス
 通
り
マ
ー
チ
、
マ
リ
ア
ン
プ
ラ
通
り
マ
ー
チ
、
ク
タ
ー
ル
 通
 リ
 マ
ー
チ
、
ダ
ス
ト
ゥ
ー
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
 笏
 ）
）
・
）
・
 
ソ
ミ
 
0
 宙
 @
0
 

Ⅰ
・
 

り
ぎ
 
・
・
づ
つ
・
 

ト
つ
 
の
 ;
 肚
ド
ウ
 

 
 



「
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
」
 

吉
川
弘
文
館
昭
和
五
六
年
一
月
刊
 

A
5
 判
四
八
 0
0
 円
 

淳
 

林
 

ひ
 し
 @
 

鎌
倉
仏
教
の
発
生
を
考
察
す
る
上
で
、
 

聖
 と
 よ
 ば
れ
る
民
間
の
 遊
行
僧
 

の
 活
動
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
は
決
し
て
 新
し
く
は
 

な
い
。
昭
和
二
八
年
に
で
た
 堀
 
一
郎
 ョ
 我
が
国
民
間
信
仰
兜
 の
 研
究
 b
 は
 

遊
行
宗
教
者
を
包
括
的
通
史
的
に
叙
述
し
た
も
の
だ
が
、
す
で
 
に
 鎌
倉
 

仏
教
と
聖
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
た
。
昭
和
二
二
年
に
で
た
 井
 
五
光
貞
 

「
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
 

ヒ
 で
も
平
安
時
代
の
民
間
的
浄
土
 教
 の
 内
 

 
 

い
た
こ
と
 

が
 述
べ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
聖
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
 史
 の
 蓄
 積
の
延
長
 

線
上
に
本
書
が
あ
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
著
者
の
言
葉
か
 ら
も
う
か
 

が
え
る
だ
ろ
う
。
 

日
本
仏
教
の
展
開
は
、
従
来
、
高
僧
の
著
作
や
伝
記
に
よ
っ
て
 跡
 づ
 け
 

ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
高
僧
の
仏
教
は
い
わ
ば
日
本
仏
教
 の
 表
層
 

に
し
か
す
ぎ
な
い
。
日
本
仏
教
の
研
究
に
は
こ
の
「
表
層
仏
教
 」
に
 対
 

伊
藤
 唯
信
 

書
評
と
紹
介
 

す
る
「
基
層
仏
教
」
の
領
域
こ
そ
、
も
っ
と
明
か
す
必
要
が
あ
 る
 。
 こ
 

0
 基
層
仏
教
を
領
導
し
た
の
は
、
無
名
無
数
の
庶
民
教
化
者
で
 あ
る
。
 

彼
ら
は
、
日
本
仏
教
典
の
各
時
代
に
通
じ
た
名
称
で
い
え
ば
、
 聖
 
（
 ひ
 

じ
り
 ）
と
ょ
ば
れ
る
教
化
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
聖
の
仏
教
こ
そ
 、
日
本
 

仏
教
の
基
層
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
 

聖
 仏
教
史
の
体
系
的
把
握
 は
 日
本
 

仏
教
研
究
上
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
（
一
頁
）
 

以
上
引
用
し
た
部
分
は
堀
氏
や
井
上
氏
が
語
っ
た
言
葉
と
受
 け
 と
っ
て
 

も
 別
段
お
か
し
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
し
か
し
、
 本
 書
が
堀
氏
 

や
 井
上
氏
に
代
表
さ
れ
る
研
究
成
果
の
枠
を
出
て
な
い
と
い
う
 こ
と
を
 意
 

味
 し
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
本
書
は
通
説
に
対
し
て
は
挑
戦
的
で
 あ
り
、
 
い
 

く
つ
か
の
新
視
点
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
 、
 鎌
倉
仏
教
 

の
 開
祖
の
で
 
き
 上
っ
た
思
想
と
 聖
 仏
教
の
間
に
何
等
か
の
共
通
 点
 を
見
出
 

そ
う
と
し
た
が
、
本
書
で
は
法
然
に
焦
点
を
し
ば
り
思
想
の
形
 成
さ
れ
る
 

過
程
を
綿
密
に
 跡
 づ
け
 よ
う
 と
す
る
。
そ
の
際
に
一
回
想
的
な
 回
心
に
 ょ
 

っ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
、
宗
教
的
悟
り
や
救
済
教
義
が
成
就
さ
れ
 る
と
い
う
 

見
方
は
斥
げ
ら
れ
る
。
以
下
本
書
の
概
略
を
簡
単
に
紹
介
し
て
 み
よ
う
。
 

第
一
章
「
法
然
の
立
宗
と
比
叡
山
下
山
」
、
第
二
章
「
法
然
の
 思
想
 進
 

展
と
 浄
土
宗
の
発
達
」
は
法
然
の
思
想
形
成
の
過
程
を
史
料
に
 基
づ
き
な
 

が
ら
丹
念
に
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
か
ら
法
然
の
立
 宗
 と
 叡
山
下
 

山
は
諸
説
が
入
り
み
だ
れ
て
走
っ
た
説
が
定
着
し
て
い
な
い
。
 上
家
 に
関
 

し
て
は
時
期
が
問
題
に
な
り
、
・
叡
山
下
山
に
関
し
て
は
そ
の
 

理
 虫
 が
い
ろ
 

 
 
 
 

い
ろ
憶
測
さ
れ
る
。
承
安
 五
 
（
一
一
九
五
）
 年
 四
三
歳
の
時
法
 然
は
浄
土
②
 

宗
を
 上
京
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
法
然
の
思
想
が
一
 気
に
完
成
㏄
 

 
 

し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
法
然
の
回
心
は
一
回
 起
 的
な
事
件
で
 は
な
く
、
 



時
間
的
な
幅
を
も
っ
た
継
続
的
な
成
熟
の
過
程
と
み
る
べ
き
だ
 か
ら
だ
。
 

著
者
が
四
三
歳
前
後
を
「
第
一
次
思
想
成
熟
」
と
 よ
 び
、
五
十
 
代
 終
わ
り
 

か
ら
六
十
代
に
か
け
て
の
時
期
を
「
第
二
次
思
想
成
熟
」
と
 よ
 ぶ
の
は
そ
 

ぅ
 し
た
回
心
 観
 が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
 

よ
 く
知
ら
れ
て
い
る
 よ
う
 に
法
然
の
信
仰
は
、
源
信
 円
 往
生
 要
 集
 し
を
 

出
発
点
と
し
て
善
導
へ
帰
向
す
る
。
「
往
生
要
集
 
b
 で
は
、
 何
 改
称
名
の
 

一
行
が
百
 即
百
 生
の
決
定
業
た
り
得
る
の
か
、
そ
の
道
理
が
は
 っ
 ぎ
り
と
 

ほ
 し
な
か
っ
た
。
そ
の
答
は
善
導
 
日
 
観
経
 疏
と
 敬
喜
 義
 の
一
文
 
「
 一
 、
心
 
事
 

念
 弥
陀
名
号
云
々
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
念
仏
は
 弥
陀
の
聖
 

煮
 に
基
づ
く
 行
 ゆ
え
に
、
称
名
は
決
定
業
で
あ
る
と
感
得
し
た
 
の
で
あ
 

る
 。
称
名
往
生
の
確
信
を
支
え
た
の
は
、
善
導
の
著
作
だ
け
で
 は
な
く
 善
 

導
 そ
の
人
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
三
味
 発
 得
を
体
験
し
た
念
仏
者
 の
 理
想
と
 

し
て
、
善
導
が
帰
依
の
対
象
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
内
面
的
な
 変
化
に
伴
 

い
、
法
然
の
な
か
に
民
間
の
念
仏
事
称
の
行
者
へ
あ
ら
た
な
 関
 心
 が
生
ま
 

れ
た
。
当
時
か
ら
現
身
 得
 証
の
噂
の
高
か
っ
た
 遊
 蒲
扇
と
い
う
 聖
に
 特
に
 

心
を
寄
せ
た
。
従
来
は
叡
山
下
山
仁
つ
い
て
は
、
布
教
の
目
的
 と
か
堕
落
 

が
 、
著
者
に
 
ょ
 れ
ば
念
仏
三
味
に
 よ
 る
 霊
 証
を
得
た
民
間
の
聖
 

し
た
天
台
教
団
か
ら
の
離
脱
の
た
め
と
か
、
様
々
な
説
が
立
て
 に

 直
接
合
 

ら
れ
た
 

う
こ
と
が
、
下
山
の
目
的
で
あ
っ
た
。
 

以
上
が
第
一
次
思
想
成
熟
の
お
 ょ
 そ
の
概
括
で
あ
る
が
、
こ
れ
 を
 基
盤
 

と
し
て
第
二
次
思
想
成
熟
が
生
じ
た
。
第
二
次
思
想
成
熟
で
「
 選
択
集
」
 

の
 原
型
と
な
る
思
想
的
 崩
芽
が
 生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
丁
度
 法
 然
 の
周
囲
 

に
 教
団
が
形
成
さ
れ
だ
す
時
期
に
合
致
す
る
。
教
団
が
形
成
さ
 れ
 法
然
の
 

宗
教
が
社
会
に
弘
通
さ
れ
る
と
、
既
成
仏
教
側
か
ら
の
批
難
も
惹
 
起
さ
れ
、
  
 

 
 

た
 。
ヨ
三
味
 
発
得
記
ヒ
は
 偽
書
と
み
な
す
見
解
も
あ
る
が
、
著
者
 に

よ
 れ
 

%
 

 
 

ば
こ
の
体
験
を
通
じ
て
法
然
は
自
身
の
往
生
が
疑
い
な
い
こ
と
 、
善
導
が
 

弥
陀
化
身
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
 れ
 以
降
は
 

他
の
行
を
排
斥
し
独
占
的
に
 但
 念
仏
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
 う
し
 た
 思
想
の
 

進
展
は
教
団
の
形
成
と
軌
を
一
に
し
な
が
ら
押
し
す
す
め
ら
れ
 た
 。
原
始
 

浄
土
宗
教
団
は
直
弟
を
中
心
と
し
た
集
団
を
中
核
に
、
そ
の
 局
 辺
部
 に
念
 

仏
 上
人
の
率
い
る
自
立
的
同
法
集
団
が
群
 立
 す
る
拡
散
的
な
組
 織
 で
あ
っ
 

た
 。
こ
の
組
織
は
聖
同
志
の
間
に
み
ら
れ
た
往
来
聞
法
と
い
う
 交
流
の
あ
 

り
 方
を
基
本
に
す
る
。
浄
土
宗
の
短
期
間
の
膨
張
・
増
大
も
 、
 弾
圧
に
 ょ
 

っ
て
も
根
こ
そ
ぎ
払
拭
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、
異
端
の
発
生
も
 、
す
べ
て
 

教
団
の
構
造
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
く
。
 

第
三
章
「
法
然
滅
後
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団
の
様
相
」
も
教
団
 の
 構
造
 

と
 関
連
す
る
。
法
然
滅
後
直
後
、
法
然
の
思
 徳
に
 謝
す
る
た
め
 に
 阿
弥
陀
 

仏
像
造
立
が
弟
子
の
源
智
 に
よ
 り
発
願
さ
れ
、
勧
進
が
盛
ん
に
 実
施
さ
れ
 

た
 。
史
料
に
 よ
 る
と
多
数
の
勧
進
聖
が
参
画
し
 源
智
が
 彼
ら
を
 取
り
ま
と
 

め
た
が
、
勧
進
事
業
を
可
能
に
し
た
の
は
先
に
述
べ
た
拡
散
的
 な
 組
織
の
 

構
造
で
あ
っ
た
。
専
修
念
仏
の
社
会
的
基
盤
に
つ
い
て
は
、
 従
 来
 諸
説
が
 

乱
立
し
貴
族
 層
 、
武
士
 層
 、
農
民
居
、
商
人
膚
が
そ
れ
ぞ
れ
 候
 補
 に
あ
が
 

っ
 た
が
、
ど
れ
か
一
つ
の
社
会
層
に
限
ぎ
る
よ
り
も
広
汎
な
 社
 会
 層
が
帰
 

依
 し
た
と
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
 貴
賎
 、
男
女
、
道
俗
を
浬
 然
 一
体
さ
せ
 

た
 結
縁
集
団
が
随
時
 各
処
に
 生
じ
浄
土
宗
を
形
成
し
た
と
さ
れ
 る
 。
 

教
祖
伝
は
史
実
を
知
る
上
で
良
質
の
史
料
と
は
言
え
な
い
。
 な
 ぜ
な
ら
 



教
祖
の
偉
大
さ
を
誇
示
す
る
た
め
に
奇
蹟
や
虚
構
に
満
ち
満
ち
 

て
い
る
か
 

ら
で
あ
る
。
し
か
し
虚
構
は
虚
構
で
、
何
故
そ
れ
が
 

形
 づ
く
ら
 ね
 た
か
 

は
 、
十
分
研
究
に
値
す
る
問
 
い
 で
あ
る
。
第
四
章
「
念
仏
聖
像
 

成
立
の
教
 

団
 的
背
景
」
は
法
然
伝
を
通
し
て
虚
構
の
作
ら
れ
る
過
程
が
検
 

試
 さ
れ
て
 

い
ろ
。
ま
ず
「
知
恩
院
私
記
」
が
他
の
法
然
諾
 

伝
 と
の
比
較
 研
 究
か
ら
、
 

法
然
伝
の
中
で
最
古
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
後
の
諸
伝
記
作
成
 

の
時
に
参
 

臆
 さ
れ
た
こ
と
、
弾
圧
の
気
配
が
濃
く
な
っ
た
頃
に
隆
寛
に
 

ょ
 っ
て
作
成
 

さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
聖
覚
や
明
 

遍
 に
ま
つ
わ
る
挿
話
 
は
 虚
構
が
 

作
ら
れ
る
過
程
を
示
す
格
好
の
事
例
で
あ
る
。
法
然
 

伝
 に
あ
る
 聖
覚
が
法
 

然
の
病
を
治
し
た
と
の
話
は
事
実
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
の
 

聖
 覚
 に
よ
る
 

法
然
 治
病
譚
は
 、
聖
覚
の
流
れ
を
く
む
唱
導
 
聖
 た
ち
が
教
団
円
 
で
 活
躍
し
 

た
 頃
に
作
ら
れ
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

明
 遍
の
場
合
も
 い
く
つ
も
 

の
 挿
話
が
あ
り
、
法
然
が
「
源
空
は
明
遍
の
故
に
こ
そ
念
仏
者
 

に
は
な
り
 

た
れ
云
々
し
と
述
べ
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
事
実
で
は
な
い
。
 

開
通
 が
高
 

野
山
の
聖
た
ち
の
指
導
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
高
野
山
に
出
 

入
り
し
た
 

念
仏
者
が
京
都
や
諸
国
を
遊
行
し
な
が
ら
 

明
遍
 の
 教
 説
を
伝
播
 さ
せ
た
と
 

推
測
さ
れ
る
。
最
後
の
第
五
章
「
開
創
 

期
 浄
土
宗
の
思
想
動
向
 
」
で
は
、
 

一
念
派
の
争
論
、
一
念
 
派
 集
団
が
貧
者
・
非
人
を
も
取
り
こ
ん
 

で
 組
織
化
 

に
い
ち
は
や
く
成
功
し
た
こ
と
、
一
念
 

派
 集
団
は
既
成
教
団
の
 
経
済
的
基
 

盤
を
侵
蝕
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
善
導
信
仰
が
 

念
仏
の
地
 

今
方
伝
播
と
と
も
に
各
地
へ
 扶
殖
 さ
れ
た
こ
と
や
、
神
祇
 
信
 仰
と
 念
仏
信
仰
 

蠕
の
変
わ
り
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

浄
土
宗
の
成
立
・
展
開
を
究
明
し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
宗
学
 的
 研
究
 で
 

は
 法
然
の
宗
教
の
独
創
性
は
自
明
視
さ
れ
、
そ
の
普
遍
的
性
格
 が
 強
調
さ
 

れ
が
ち
で
、
歴
史
的
状
況
か
ら
断
絶
し
た
法
然
 像
 が
提
出
さ
れ
 る
こ
と
が
 

少
な
く
な
い
。
本
書
で
は
法
然
を
歴
史
的
状
況
に
も
ど
し
て
 理
 解
し
よ
う
 

と
す
る
。
そ
の
際
に
対
象
に
切
り
こ
む
武
器
に
な
る
の
が
著
者
 の
場
合
、
 

適
確
な
教
団
構
造
の
把
あ
く
に
あ
る
。
教
団
構
造
を
軸
に
し
て
 、
法
然
を
 

歴
史
の
現
場
に
も
ど
し
て
理
解
し
つ
つ
、
法
然
の
独
創
性
を
鮮
 明
 化
す
る
 

と
い
う
、
や
っ
か
い
な
課
題
に
本
書
は
意
欲
的
に
応
え
て
い
る
 。
し
か
し
 

著
者
の
論
述
の
し
か
た
に
全
く
疑
問
点
が
な
か
わ
け
で
は
な
い
 。
以
下
三
 

点
 に
分
け
て
評
者
の
感
じ
た
疑
問
点
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
 第
 一
は
甲
 屈
託
 
叩
 

に
 関
し
て
。
「
法
然
教
団
」
「
同
法
集
団
」
「
専
修
念
仏
 

集
 」
「
 念
仏
宗
」
 

「
念
仏
教
団
」
「
浄
土
宗
」
と
 
い
 く
 っ
 も
の
用
語
が
活
用
さ
れ
て
 い
る
が
、
 

そ
こ
に
意
味
内
容
の
差
は
あ
る
の
か
。
第
二
は
教
団
の
形
成
と
 法
然
の
内
 

面
 と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
二
次
思
想
成
熟
期
に
お
 い
 て
 、
法
然
 

の
 思
想
的
進
展
と
教
団
形
成
は
時
期
が
重
な
り
合
い
、
そ
れ
ゆ
 、
 
え
 相
互
に
 

関
係
し
る
う
ど
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
時
期
の
一
致
だ
 け
 で
、
両
者
 

の
 具
体
的
な
相
互
の
関
係
は
見
い
だ
さ
れ
て
は
い
な
い
。
教
団
 の
形
成
に
 

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
思
想
的
課
題
に
法
然
が
直
面
し
 た
の
か
が
 

検
討
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
第
三
は
聖
仏
教
典
 は
 つ
い
て
 で
あ
る
。
 

著
者
は
浄
土
宗
の
発
生
基
盤
を
聖
の
活
動
に
求
め
る
。
法
然
 教
 団
は
 聖
美
 

回
 、
法
然
は
聖
の
収
 撹
 者
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
と
と
 

 
 
 
 

も
に
著
者
は
「
聖
の
歴
史
か
ら
も
法
然
の
存
在
は
注
目
さ
れ
る
 
」
（
九
二
②
 

頁
 ）
と
も
述
べ
、
「
 聖
 仏
教
 史
 」
と
い
う
言
葉
さ
え
使
用
し
て
 い
ろ
。
 
そ
 

㏄
 

 
 

れ
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
聖
 仏
教
史
上
で
法
然
は
ど
 う
 位
置
づ
げ
ら
 れ
る
の
だ
 



ろ
 う
か
、
 
舌
ロ
い
か
え
る
と
法
然
出
現
の
前
と
後
で
、
 

聖
 仏
教
の
 
構
造
は
ど
 

ラ
 変
化
し
た
の
か
を
著
者
に
尋
ね
て
み
た
い
。
こ
れ
は
疑
問
 

点
 と
い
う
よ
 

り
 質
問
に
近
い
。
こ
れ
は
、
研
究
対
象
を
一
三
世
紀
半
ば
ま
で
 

の
 開
創
 期
 

浄
土
宗
に
限
定
し
て
い
る
本
書
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
的
は
 

ず
れ
た
の
 

だ
ろ
う
か
。
以
上
三
点
に
わ
た
っ
て
評
者
の
疑
間
点
を
あ
げ
て
 

み
た
が
、
 

ど
れ
も
教
団
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
で
は
一
致
す
る
。
 

教
団
史
的
 

 
 

 
 

ぅ
 事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
が
も
た
ら
し
た
新
税
 

点
は
法
然
 

期
 的
な
も
の
で
あ
る
。
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近
年
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
ま
た
西
欧
に
お
い
て
も
、
民
衆
 文
化
の
 

研
究
が
流
行
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
影
響
関
係
は
定
か
で
 
は
な
い
 

が
 、
こ
と
西
欧
の
研
究
に
限
っ
て
い
え
ば
、
か
な
り
の
数
の
研
 究
 書
が
発
 

刊
さ
れ
我
が
国
に
も
続
々
と
そ
れ
ら
が
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
て
 ぃ
 る
 。
こ
う
 

し
た
研
究
は
、
そ
れ
が
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
時
代
や
地
域
 に
よ
っ
て
 

そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
底
流
に
は
ほ
 ば
 共
通
し
た
 

の
 Ⅱ
 
0
0
 
ヨ
 、
定
住
 
ヨ
 Ⅰ
 0
 コ
由
 
0
 コ
オ
 の
曲
 
ヨ
ヴ
 
の
Ⅰ
 
巴
り
、
 
）
の
㏄
 

N
.
 

い
ト
 
の
 
で
づ
 
・
 

わ
し
・
の
 
い
 

山
中
 

弘
 

レ
卜
 
～
 
ミ
も
ヰ
い
い
蓋
ヰ
討
，
 

い
て
 
ざ
ヰ
ま
ゼ
め
ざ
蝸
目
 

Ⅰ
 ミ
 ㌔
 

 
 捷

 0
 す
の
 
Ⅰ
田
け
・
の
 
侍
 
0
 Ⅰ
 0
 す
 0
&
.
-
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書評と紹介 

と
る
と
い
う
多
様
性
を
苧
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
。
 
特
 

に
 、
本
書
の
中
で
示
さ
れ
る
現
実
の
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
 歴
 史
 過
程
に
 

お
け
る
伝
統
的
な
も
の
と
近
代
的
な
も
の
と
の
こ
う
し
た
複
雑
 な
 
関
係
 

は
 、
近
代
化
論
に
際
し
て
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
る
宗
教
的
 ェ
｜
 ト
ス
の
 概
 

念
の
有
効
性
の
再
検
討
を
促
す
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
第
二
点
目
 は
 、
本
書
 

の
 論
者
た
ち
が
共
通
し
て
と
っ
て
い
る
民
衆
文
化
を
研
究
す
る
 際
の
視
点
 

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
研
究
に
と
り
く
む
際
の
態
 度
 と
い
っ
 

て
も
よ
い
。
そ
れ
は
一
口
に
い
え
ば
、
民
衆
文
化
を
、
社
会
 
構
造
、
階
 

級
 葛
藤
、
権
力
や
権
威
の
分
配
と
い
っ
た
「
歴
史
な
い
し
社
会
 史
 の
大
間
 

題
 」
と
の
関
連
で
考
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
態
度
で
あ
 る
 。
本
書
 

0
 編
者
で
あ
る
 
押
は
 。
お
牡
は
、
ト
ム
ソ
ン
の
研
究
以
来
、
民
 宋
 文
化
 

研
究
が
流
行
し
、
そ
の
た
め
こ
う
し
た
研
究
が
同
僚
の
歴
史
学
 者
の
間
で
 

白
眼
視
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
歓
迎
し
つ
つ
も
、
そ
の
流
行
 が
か
え
っ
 

て
 、
民
衆
文
化
の
研
究
を
「
歴
史
な
い
し
社
会
史
の
大
問
題
を
 
避
け
た
 

り
 、
無
視
し
た
り
す
る
派
手
な
 育
 と
う
趣
味
へ
と
堕
落
」
さ
せ
 る
こ
と
に
 

な
る
と
い
う
危
惧
を
表
明
し
て
い
る
。
民
衆
文
化
研
究
は
社
会
 、
経
済
的
 

変
動
や
社
会
的
規
律
、
公
的
秩
序
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
化
と
 い
っ
た
 大
 

ぎ
な
社
会
史
的
問
題
と
の
関
連
で
お
こ
た
わ
れ
る
時
、
社
会
史
 の
中
に
次
 

々
に
新
し
い
概
念
を
 ぅ
 み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

こ
 う
し
た
 意
 

味
か
ら
、
本
書
は
、
近
年
の
民
衆
文
化
の
研
究
動
向
の
中
に
位
 置
づ
 げ
ら
 

れ
つ
つ
も
、
同
時
に
こ
う
し
た
研
究
の
流
行
に
苦
言
を
呈
し
、
 民
衆
文
化
 

史
を
 オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
社
会
史
の
中
に
再
び
位
置
づ
け
直
す
 こ
と
に
よ
 

っ
て
、
か
か
る
研
究
の
再
活
性
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
と
い
 
え
 よ
 う
 。
 

さ
て
、
個
々
の
論
文
に
つ
い
て
の
簡
単
な
紹
介
を
し
て
み
 
よ
 う
 。
 ま
 

ず
、
 。
 
巾
簗
ム
の
巨
コ
り
 

の
リ
コ
隼
の
註
 
3
 ㏄
の
 
ぎ
 z
 ぎ
の
方
の
 
コ
 （
 
オ
わ
ゅ
コ
 

（
 
口
 「
 
Ⅱ
㌧
 0
 憶
珪
 

宙
 「
の
 E
 ）
（
 

仁
 「
の
・
・
と
題
さ
れ
た
 

臼
 0
 お
す
の
論
文
は
 、
 先
に
素
描
 し
た
 本
 

書
の
全
体
的
な
方
向
性
と
問
題
意
識
を
示
す
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
 
シ
ョ
ン
 と
 

な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
当
時
の
民
衆
文
化
の
変
容
を
、
民
衆
 
自
身
の
 

内
的
な
変
化
と
そ
れ
を
と
り
か
こ
む
社
会
状
況
の
変
動
を
中
心
 
に
 概
観
 

し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
民
衆
文
化
は
 、
地
域
的
 

有
力
者
の
保
護
の
下
で
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
 て
 開
花
 し
 

た
 。
そ
れ
は
民
衆
に
よ
っ
て
お
こ
た
わ
れ
る
様
々
な
祭
り
や
 娯
 楽
を
含
む
 

と
と
も
に
、
時
に
は
彼
ら
独
自
の
道
徳
的
規
範
に
も
と
づ
く
 集
 団
 的
反
抗
 

と
い
う
形
態
を
と
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
陸
に
お
け
る
フ
ラ
ン
 ス
 革
命
の
 

勃
発
と
と
も
に
社
会
秩
序
の
強
化
が
主
要
な
関
心
事
と
な
る
。
 様
々
な
 法
 

的
 措
置
を
と
も
な
っ
た
こ
の
新
し
い
社
会
秩
序
の
形
成
こ
そ
、
 民
衆
文
化
 

の
 性
格
を
変
容
さ
せ
る
重
要
な
外
的
因
子
な
の
で
あ
る
。
 ま
 0
 「
 
目
は
、
 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
民
衆
文
化
の
性
格
が
 徐
 々
に
進
展
し
て
 く
る
社
会
 

秩
序
の
強
化
と
い
う
枠
内
に
押
し
こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
秩
序
破
 

壊
 的
な
危
険
性
を
も
つ
も
の
か
ら
防
衛
的
で
保
守
的
な
性
格
を
 も
つ
よ
う
 

に
な
っ
て
き
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
 、
 彼
は
、
か
か
 る
 民
衆
文
 

化
の
性
格
の
変
化
が
単
に
そ
れ
を
と
り
か
こ
む
社
会
的
環
境
に
 だ
け
由
来
 

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
従
来
の
 民
衆
文
化
 

を
 担
っ
て
ぎ
た
民
衆
自
身
の
内
部
で
、
自
ら
伝
統
的
な
文
化
を
 拒
否
す
る
 

 
 

 
 

的
 徳
目
を
積
極
的
に
吸
収
し
彼
ら
自
身
の
伝
統
的
な
文
化
を
克
 服
す
べ
き
㏄
 

 
 

も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
民
衆
文
化
の
変
容
に
影
響
を
与
え
 た
こ
 う
し
 



た
 外
的
・
内
的
要
因
を
概
観
し
、
以
下
各
論
者
に
よ
っ
て
 、
個
 々
の
地
域
 

に
お
け
る
民
衆
文
化
の
特
性
と
変
化
の
諸
相
が
語
ら
れ
る
の
で
 あ
る
。
 

次
の
論
文
は
、
し
か
く
 
@
 
Ⅰ
 せ
 @
 
け
 
R
 由
ダ
 。
 
円
 二
の
し
の
り
）
 

@
 
ロ
の
 
0
 め
巨
 の
 0
 「
 
注
 

づ
 「
 
り
年
 
@
 
（
 
@
o
 
コ
日
 ㌧
 0
 づ
 
目
下
 

1
0
 

目
 （
 
目
 ㌔
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
 、
文
字
通
 

り
 、
活
字
文
化
の
侵
 透
 に
と
も
た
う
民
衆
の
口
承
伝
統
の
衰
退
 を
 取
り
あ
 

つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
の
テ
ー
マ
を
外
的
な
 社
会
環
境
 

の
 変
化
か
ら
よ
り
も
、
 

蟄
 0
1
 
経
が
指
摘
し
た
民
衆
内
部
の
変
動
 
に
 焦
点
 

を
あ
て
て
分
析
し
て
い
る
。
ま
ず
彼
は
、
一
八
世
紀
の
後
半
 ょ
 り
 始
ま
る
 

中
産
階
級
に
 よ
 る
民
俗
学
的
な
仕
事
が
民
衆
を
無
知
な
も
の
で
 あ
る
と
 ぃ
 

ぅ
 前
提
の
も
と
に
お
こ
た
わ
れ
て
ぎ
た
と
批
判
し
、
自
ら
の
 丘
 場
 と
の
 間
 

に
一
線
を
画
す
。
 
ヒ
コ
 c
 の
緊
に
よ
れ
ば
、
民
衆
文
化
は
 、
 彼
ら
 0
 口
承
 

伝
統
の
も
つ
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
，
 ソ
の
 豊
か
さ
と
従
来
よ
り
受
け
 い
 れ
ら
れ
 

て
 ぎ
た
俗
謡
や
民
衆
 本
 と
の
交
流
に
よ
っ
て
極
め
て
内
容
の
豊
 か
な
世
界
 

な
 形
づ
く
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
伝
統
か
ら
成
長
 し
て
 き
た
 

知
的
で
自
立
し
た
労
働
者
層
は
 、
 彼
ら
の
仲
間
た
ち
を
啓
蒙
 す
 る
た
め
に
 

中
産
階
級
が
担
っ
て
い
た
活
字
文
化
を
積
極
的
に
吸
収
し
て
い
 っ
た
 。
 そ
 

の
た
め
彼
ら
は
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
口
承
伝
統
を
失
な
う
と
 と
も
に
、
 

活
字
文
化
の
か
か
る
積
極
的
受
容
は
、
民
衆
の
内
部
に
、
そ
の
 文
化
に
積
 

極
 的
に
同
化
し
よ
う
と
い
う
部
分
と
そ
う
で
な
い
伝
統
的
な
人
 々
と
い
う
 

二
極
的
分
裂
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
 

第
三
番
目
の
論
文
は
 、
 ）
色
目
 お
 E
-
 
の
 ・
 
，
ヨ
の
 
（
 
牙
 
ま
ざ
 日
、
 
㌧
 o
b
E
-
p
q
 

目
 
W
0
-
@
0
 

ト
 

ひ
コ
 
Ⅰ
 セ
 二
瓦
 潟
 
の
二
ミ
 お
ぎ
 の
 0
 「
 
コ
 
毛
色
 -
 ）
㏄
 
0
0
 
１
 %
0
,
 

で
あ
 

る
 。
こ
れ
 

は
 、
本
書
の
中
で
唯
一
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
状
況
 を
 正
面
か
 

ら
め
っ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
的
研
究
か
ら
民
衆
の
伝
統
 的
 信
仰
の
 

継
続
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
 局
偉
 す
は
、
 

 
 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 が
炭
鉱
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
対
し
て
与
え
た
 影
響
を
 、
鳴
 

特
に
民
衆
的
娯
楽
と
彼
ら
の
様
々
な
伝
統
的
信
仰
と
の
関
連
で
 議
論
し
て
⑫
 

 
 

い
る
。
当
該
地
域
に
お
け
る
民
衆
的
娯
楽
へ
の
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 の
 
影
響
（
 

は
、
 彼
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 の
 主
 要
な
 拠
点
 

の
 一
つ
で
あ
っ
た
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
地
方
に
そ
れ
が
 侵
 透
す
る
 
に
 際
し
て
 

極
め
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
の
は
、
教
会
で
お
こ
た
わ
れ
る
 祭
り
や
そ
 

こ
で
の
様
々
な
娯
楽
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
産
業
構
造
の
変
 動
 に
よ
っ
 

て
 余
暇
時
間
に
変
化
が
生
じ
、
あ
わ
せ
て
、
こ
う
し
た
祭
り
を
 援
助
し
て
 

い
た
パ
ト
ロ
ン
た
ち
も
次
第
に
手
を
ひ
く
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
 の
 娯
楽
が
 

衰
退
し
た
。
こ
れ
に
 伐
 っ
て
、
地
域
の
 
メ
 ソ
デ
ィ
ス
ト
た
ち
が
 
積
極
的
に
 

推
進
し
た
絶
対
禁
酒
運
動
が
彼
 ぢ
の
 注
目
を
あ
っ
 
め
 、
そ
れ
に
 
附
随
し
て
 

お
こ
な
わ
れ
る
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
や
バ
ザ
ー
・
行
列
が
新
し
い
 余
暇
を
提
 

供
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
が
こ
の
論
文
の
前
半
の
概
略
で
あ
る
が
、
本
論
で
さ
ら
に
 興
味
深
 

い
の
は
、
著
者
が
そ
の
後
半
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
 メ
 ソ
デ
ィ
 ズ
ふ
 と
 当
 

該
 地
域
の
様
々
な
民
衆
的
信
仰
と
の
関
連
で
あ
る
。
と
い
う
の
 も
 、
こ
れ
 

は
 、
近
年
よ
う
や
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
 、
 一
八
世
紀
 

後
半
か
ら
飛
躍
的
に
成
長
を
と
げ
た
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 が
地
域
的
 レ
 ダ
ヱ
ル
 

で
ど
の
よ
う
に
 
侵
通
 し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
の
一
端
を
 取
り
扱
っ
 

（
 
つ
 
d
 
）
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
問
題
の
も
つ
意
義
は
 メ
 ソ
デ
ィ
 

ス
ム
 史
個
右
 の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
、
近
代
イ
ギ
 リ
ス
か
り
古
ホ
 

教
典
さ
ら
に
は
所
謂
「
近
代
化
」
と
い
う
問
題
に
ま
で
関
わ
っ
 て
い
る
と
 

い
え
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
十
分
に
述
べ
る
こ
と
 は
き
な
い
 



が
 、
そ
れ
が
既
存
の
宗
教
の
背
後
に
横
た
わ
っ
て
い
る
民
間
信
 仰
の
問
題
 

に
 光
を
投
げ
か
け
て
い
る
点
に
関
係
し
て
い
る
。
近
代
の
 々
ギ
 リ
ス
 ゐ
不
軋
 

㌍
 

史
 の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
国
教
会
、
非
国
教
徒
集
団
に
か
か
 わ
ら
ず
、
 

制
度
化
さ
れ
た
「
見
え
る
」
宗
教
の
研
究
に
集
中
し
て
来
た
。
 

そ
 の
た
め
、
 

一
九
世
紀
の
中
産
階
級
の
主
要
な
倫
理
的
徳
目
で
あ
る
禁
欲
 や
 勤
勉
と
い
 

っ
た
 所
謂
「
近
代
的
 ヱ
 ー
ト
ス
し
を
め
ぐ
る
論
争
や
世
俗
化
に
 関
 わ
る
 議
 

論
も
 、
お
も
に
こ
り
し
た
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
を
前
提
に
し
て
 お
こ
た
 ね
 

れ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
研
究
 動
 向
は
、
こ
 

う
し
た
制
度
的
宗
教
に
よ
っ
て
周
辺
に
押
し
や
ら
れ
抑
圧
さ
れ
 て
 ぎ
た
 民
 

間
 信
仰
の
存
在
と
そ
の
意
外
な
影
響
力
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
 っ
て
 き
て
 

い
る
。
例
え
ば
、
）
・
 0
 ヴ
匹
オ
 
0
4
@
n
 

は
 の
の
 0
 ま
 %
 Ⅰ
 ぎ
 Ⅰ
の
の
 

せ
 地
域
 の
 研
究
 か
 

ら
 、
ご
く
最
近
の
 
ワ
 
の
す
卸
の
研
究
に
到
る
ま
で
、
多
く
の
 %
 減
的
研
 

究
の
成
果
が
こ
の
問
題
の
も
つ
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
 。
こ
う
し
 

た
 民
間
信
仰
は
 、
 多
く
の
場
合
、
既
存
の
宗
教
の
内
部
二
形
を
変
 え
な
が
ら
 

も
 残
存
し
つ
つ
、
民
衆
の
日
常
的
な
行
為
や
生
活
様
式
を
規
定
 し
 続
け
て
 

き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
 

3
 ）
そ
の
意
味
か
ら
、
か
か
る
民
間
信
仰
 と
 制
度
的
 

宗
教
の
関
連
は
、
従
来
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
近
代
化
の
文
脈
 の
中
で
合
 

里
主
義
的
エ
ー
ト
ス
 や
脱
 呪
術
化
と
い
っ
た
理
念
型
的
な
概
念
 の
 レ
ッ
テ
 

ル
 を
は
ら
れ
て
ぎ
た
非
国
教
徒
の
理
念
の
現
実
的
帰
結
を
再
考
 す
る
 ぅ
え
 

で
も
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
  
 

介
話
 がい
さ
さ
か
本
論
の
内
容
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
っ
た
 が
 、
上
述
の
 
ょ
 

紹
 

う
な
近
代
イ
ギ
リ
ス
宗
教
史
研
究
の
最
近
の
動
向
を
考
え
 る
な
ら
ば
、
 

と
 評

わ
 三
の
の
論
文
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
傾
向
の
中
在
位
置
 づ
 げ
ら
れ
る
。
 

本
主
日
 

彼
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 
ム
 の
研
究
者
は
、
コ
ー
 

ソ
 ウ
ォ
ー
 
ル
 

地
域
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
空
白
地
帯
と
考
え
、
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
 侵
透
 

れ
た
。
か
か
る
民
間
信
仰
に
対
し
て
既
存
の
宗
教
制
度
は
 、
皿
 

が
野
蛮
な
人
々
に
文
化
的
恩
恵
を
与
え
た
と
み
な
し
て
き
た
。
 し
 

規
 す
る
 態
 

か
し
、
 
現
 

実
の
住
民
は
独
自
社
民
間
信
仰
の
体
系
の
中
で
生
き
て
い
た
。
 絶
え
ず
 不
 

安
定
さ
と
運
が
つ
き
ま
と
う
生
活
環
境
は
 、
 多
く
の
民
間
信
仰
 な
う
み
だ
 

し
 、
炭
鉱
等
で
の
運
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
信
念
に
も
と
づ
い
 て
 説
明
さ
 

度
 に
終
始
し
た
。
と
こ
ろ
が
 メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
場
合
、
そ
の
 単
 純
 な
教
理
 

を
 地
元
の
説
教
者
が
伝
道
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
述
の
民
間
 信
仰
 と
競
 

合
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
自
己
の
信
仰
体
系
の
内
部
に
翻
訳
、
 吸
収
し
て
 

い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
オ
屈
 
）
の
に
よ
れ
ば
、
 メ
ソ
 @
 
ア
 イ
ズ
ム
 

は
人
々
に
迷
信
に
代
わ
る
文
化
を
提
供
し
た
の
で
は
な
く
、
 メ
 ソ
 @
 ィ
。
 
ス
 

ふ
め
 迷
信
が
当
該
地
域
の
民
衆
の
迷
信
と
適
合
的
で
あ
っ
た
の
 で
あ
る
。
 

次
の
編
者
の
（
 
o
r
e
 

オ
 に
よ
る
、
、
七
 
%
 笘
 の
の
（
 
0
 勾
の
 
ヨ
 の
 ヨ
ヴ
 浅
手
 の
 勺
 @
h
 

（
 
ゴ
 

0
 片
名
 0
 ヰ
の
ヨ
ヴ
 

e
 （
 ，
 @
 の
 Q
 目
 （
 
-
@
0
 

三
の
 

0
 二
色
 
ぃ
 Ⅰ
 
ざ
せ
ハ
コ
 
Ⅰ
㌧
 臣
す
由
 

C
O
 Ⅰ
 
年
 0
 Ⅰ
 @
 
コ
 

の
 0
 珪
 片
オ
 

e
r
 

コ
ロ
コ
 

的
 -
 
笘
コ
卸
，
 

Ⅰ
㏄
 
ト
切
 
１
ト
 の
 0
0
 
Ⅰ
 目
 
0
 ゴ
 コ
ミ
が
に
 
o
 コ
 p
 コ
宙
 田
ド
 

0
 サ
の
 
Ⅱ
 
田
 

㌧
 0
0
-
 

の
 ・
二
づ
 
す
 0
 い
 か
コ
 
0
 ㏄
の
す
 

-
 
Ⅰ
 
ひ
ミ
 
く
が
 
抽
 0
 
の
 -
 
コ
片
 
す
の
 
之
 "
 
臣
 o
 任
 
e
e
 
コ
円
 
ぽ
 い
 ひ
 コ
ド
 
目
 Ⅱ
Ⅱ
 
=
-
 

巴
 0
 由
幅
 
-
 
り
の
刃
音
 
年
 ，
・
・
 

M
 
コ
圧
 
ひ
Ⅱ
㌧
Ⅰ
の
ま
 

コ
幅
田
ゴ
 

0
 局
 0
 の
ま
せ
些
の
の
 

P
0
 

コ
年
り
 

「
 ミ
キ
 8
 

ゥ
注
 Ⅰ
 田
 二
 %
 
?
 ヨ
ぎ
巴
 ㌔
と
い
う
三
論
文
は
、
い
ず
れ
も
 地
域
的
に
 

見
ら
れ
る
民
衆
の
伝
統
的
な
示
威
行
動
や
祭
り
、
定
期
 市
 の
 変
 容
と
 衰
退
 

の
 諸
相
と
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
社
会
的
要
因
及
び
民
衆
側
の
内
 的
 要
因
を
 

地
域
の
特
性
と
の
関
連
で
分
析
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
こ
う
 し
た
論
文
 

 
 

の
中
で
興
味
深
い
の
は
、
鉄
道
の
発
達
と
そ
れ
が
民
衆
に
も
た
 ら
し
た
 旅
 

㎝
 

待
 と
い
う
新
し
い
娯
楽
が
古
い
彼
ら
の
娯
楽
の
衰
退
に
拍
車
を
 
 
 

い
 う
 指
摘
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
単
に
自
分
た
ち
を
と
り
か
 こ
 も
 社
会
的
圧
 



力
 に
つ
ぎ
従
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
中
で
、
絶
え
ず
 彼
 ら
 自
身
の
 

独
自
な
娯
楽
を
生
み
だ
し
て
ゆ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
産
 業
 資
本
主
 

義
の
発
達
と
い
っ
た
大
き
な
社
会
的
文
脈
の
変
動
が
前
提
と
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
 。
む
し
ろ
民
衆
の
文
化
は
、
こ
う
し
た
変
動
に
さ
ら
さ
れ
な
 が
ら
も
、
 

そ
の
中
に
伝
統
的
要
素
を
忍
び
こ
ま
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 下
 庁
 
o
q
 

頭
が
 

@
 

）
 
0
 せ
 "
 二
の
屈
の
田
 

0
 ヨ
，
の
 ㏄
 
づ
ざ
 が
「
 
ひ
 
コ
年
の
岸
洋
 
F
 Ⅱ
 
o
@
 コ
 任
す
 
o
 く
 @
n
 
任
 
o
 二
曲
 コ
 ニ
け
の
 
@
n
 

口
笘
 （
）
 

，
は
 、
民
衆
文
化
の
こ
う
し
た
側
面
を
民
衆
の
新
し
い
 娯
 楽
 と
な
っ
 

た
 ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
 る
 。
 し
注
 

討
ぜ
は
、
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
第
一
次
大
戦
ま
で
流
行
し
た
そ
 の
 歴
史
を
 

た
ど
り
、
そ
れ
が
商
業
化
の
波
に
の
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
で
 歌
 わ
れ
る
 歌
 

詞
や
劇
の
内
容
の
中
に
伝
統
的
な
民
衆
文
化
が
温
存
さ
れ
て
い
 た
こ
と
を
 

指
摘
し
て
い
る
。
 

民
衆
文
化
の
独
自
性
は
 、
 種
々
の
娯
楽
の
性
格
 だ
 げ
に
反
映
し
 て
い
る
 

わ
 げ
で
は
な
い
。
彼
ら
が
労
働
し
て
い
た
仕
事
場
に
も
、
外
部
 0
 人
間
に
 

は
 容
易
に
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
個
性
的
な
文
化
が
存
在
し
た
 
。
の
 コ
せ
ひ
 

し
 0
 プ
の
咀
や
 
Ⅰ
の
 
毬
 （
の
 
c
 せ
 ・
 技
岸
偉
臣
 曲
コ
 
年
局
 0
 ）
 
ヰ
せ
 @
o
 
は
コ
い
 
の
 @
 
づ
オ
 の
 O
 Ⅰ
 
p
n
 
ぎ
せ
 

0
 片
片
す
 
0
%
 「
 
0
 Ⅰ
 
才
 ㌧
）
 
い
 
c
e
@
 

戸
ヰ
 

甘
 
0
 Ⅱ
 i
q
 

の
仲
立
が
）
円
 

0
 ヰ
田
 甘
 
0
 り
 
4
@
 
コ
 
0
 件
 
0
0
 
コ
仔
ア
 

の
の
 
コ
 
（
臼
田
・
・
は
、
一
八
三
 
0
 年
代
か
ら
 四
 0
 年
代
に
か
け
て
の
 

、
ン
 

ガ
ム
の
労
働
結
社
の
も
っ
て
い
た
独
自
社
文
化
様
式
の
存
在
と
 そ
の
変
容
 

を
 明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

ロ
 の
 
す
お
 的
に
よ
れ
ば
「
彼
ら
は
、
 

秘
 密
の
入
会
 

式
や
独
特
の
葬
送
儀
礼
と
い
っ
た
神
秘
的
な
兄
弟
愛
を
象
徴
す
 る
 儀
礼
に
 

よ
っ
て
結
ば
れ
て
お
り
、
中
産
階
級
の
人
々
に
は
理
解
で
き
た
 ぃ
 規
範
を
 

も
っ
た
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
を
試
み
た
が
 、
各
論
 

文
 と
も
、
か
な
り
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
 い
た
め
、
 

 
 

 
 

全
体
と
し
て
本
書
は
、
イ
ギ
リ
ス
各
地
の
詳
細
な
資
料
を
使
っ
 た
 実
証
的
 

1
 

研
究
で
あ
る
よ
り
も
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
過
去
や
現
在
の
調
査
 や
 研
究
の
⑭
 

 
 

要
約
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
論
文
集
特
有
の
欠
点
を
も
っ
 て
い
る
こ
 

と
も
否
め
な
い
。
し
か
し
本
書
は
、
民
衆
文
化
研
究
の
最
近
の
 動
向
を
知
 

ろ
う
 え
で
も
、
ま
た
個
々
の
研
究
対
象
の
水
準
を
知
る
 ぅ
え
 で
 も
 極
め
て
 

良
く
さ
と
さ
っ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
研
究
の
専
門
家
ば
か
り
で
 な
く
、
 
広
 

く
 民
衆
文
化
研
究
に
関
心
を
も
つ
人
々
に
も
、
多
く
の
興
味
深
 ぃ
 事
例
を
 

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
 い
曲
名
目
年
下
 円
ゴ
 0
 ョ
づ
 の
 
0
 三
づ
 き
め
キ
 へ
ぬ
ま
お
 

下
 0
 
卜
 
～
 
キ
 。
 目
 注
際
 
～
～
あ
か
 

悪
 オ
ミ
討
 

～
 
さ
較
 
0
 目
も
匂
 

毎
 （
 
z
0
 
ミ
 
ぺ
 0
 「
 
ォ
 ・）
 っ
の
 
の
）
 

⑧
由
の
 コ
バ
 
セ
ロ
・
 刃
お
ガ
 ・
。
 ロ
 
0
 目
 0
 助
 ・
隼
の
 
ヨ
 0
 コ
 
の
の
コ
年
の
が
㌔
 
せ
 ヨ
 0
 目
す
 
。
 

由
あ
 円
ヴ
 e
 麓
目
コ
 
㏄
 ，
 
"
@
 コ
 ミ
く
 
・
）
・
の
す
 

e
@
 
仁
 e
 ら
 ：
 づ
か
 
宙
の
キ
ま
Ⅰ
 
ヘ
オ
 が
 コ
年
 
目
塞
安
さ
 際
 

（
 
0
 Ⅹ
 ヰ
 
0
 Ⅱ
 
年
，
 
Ⅰ
 
り
 
㏄
㏄
）
 

㊥
目
が
日
の
の
 0
 ヴ
匹
オ
 
の
ま
 c
 牙
 ・
 再
斗
時
ぎ
 き
ぬ
 ぉ
 隠
め
 o
n
 
む
ぢ
 
（
 
0
 ポ
片
 
0
 Ⅱ
 
目
 ・
 

卍
の
 
㍉
の
）
・
 

ロ
の
べ
 
@
 
ロ
 の
 ニ
 「
 
オ
、
由
 
㌔
き
め
ぬ
 
さ
 ㌧
 ミ
 ㌧
 
悪
由
 Ⅰ
Ⅹ
 
ミ
 セ
心
さ
（
の
 
ぃ
 
日
ヴ
 ユ
 %
 Ⅰ
の
 
-
 

ト
の
 
㏄
㏄
）
 



0
 選
挙
管
理
委
貝
金
 

日
時
昭
和
五
八
年
七
月
六
日
（
水
）
午
後
六
時
 

あ
所
 
本
郷
学
士
会
館
二
号
室
 

出
席
者
植
田
重
雄
、
小
口
健
一
、
後
藤
光
一
郎
、
高
崎
直
道
 
、
竹
中
 

宿
営
、
中
川
秀
 恭
 、
平
井
直
属
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
五
八
年
度
日
本
宗
教
学
会
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
 有
 権
者
 

資
格
認
定
に
つ
い
て
 

有
権
者
一
、
二
一
 0
 六
名
（
維
持
会
員
及
び
普
通
会
員
の
九
 
一
 

拷
 ）
を
一
括
承
認
し
た
。
 

0
 編
集
委
 且
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
七
月
一
六
日
（
土
）
午
後
六
時
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
二
号
室
 

出
席
者
 
洗
建
 、
金
井
新
 三
 、
芦
川
博
通
、
保
坂
 幸
博
 、
棄
国
 聴
 磨
 

議
題
 

一
 、
第
二
五
九
号
（
 五
セ
巻
 四
号
）
編
集
方
針
 

一
 、
そ
の
他
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
八
月
二
九
日
（
月
）
午
後
一
時
半
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
九
号
室
 

出
席
者
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
秀
雄
、
竹
中
信
 
常
 、
田
丸
 徳
善
 、
中
川
 

幸
 
R
 

ム
ム
 

委
悉
、
平
井
直
属
、
脇
本
平
他
 

議
題
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
第
一
三
期
会
員
選
挙
の
候
補
者
の
推
薦
に
 つ
、
 
。
Ⅴ
 

て
 検
討
し
た
。
 

0
 
理
車
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
九
月
三
日
（
土
）
午
後
五
時
 

場
所
神
田
学
士
会
館
 
三
 0
 
六
号
室
 

出
席
者
共
 門
富
 二
夫
、
池
田
昭
、
小
口
佳
一
、
窪
 

徳
忠
 、
雲
井
 

昭
善
 、
小
山
田
丸
、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
徳
太
郎
、
竹
中
信
博
 

田
丸
 徳
善
 、
中
川
秀
 恭
 、
中
村
 瑞
隆
 、
橋
本
芳
契
、
平
井
直
 

房
 、
藤
井
正
雄
、
松
木
 
滋
 、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
新
入
会
員
の
承
認
 

新
た
に
学
会
員
と
し
て
別
記
三
五
名
の
入
会
を
認
め
た
。
 

一
 、
第
四
二
回
学
術
大
会
発
表
者
の
承
認
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
第
一
三
期
会
員
選
挙
の
候
補
者
推
薦
に
つ
 
 
 

て
 。
中
川
秀
 恭
 氏
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
が
決
定
さ
 れ
 

た
 

0
 
選
挙
管
理
委
 旦
会
 

日
時
昭
和
五
八
年
九
月
一
 0
 
日
 
（
 土
 ）
午
後
一
時
半
 

 
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
二
号
室
 

 
 

出
席
者
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
秀
雄
、
竹
中
信
博
、
田
丸
 
徳
善
 、
中
川
②
 

 
 

秀
恭
 、
平
井
直
属
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

 
 

 
 

議
題
 



一
 
、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
開
票
 

開
票
結
果
 

①
理
事
互
選
 分
 

投
票
者
総
数
五
二
（
投
票
率
六
八
・
四
 %
 ）
 

有
効
投
票
者
数
五
二
 

無
効
け
葉
者
数
 

0
 

有
効
投
票
数
一
五
六
票
の
内
訳
 

柳
川
啓
一
二
四
、
田
九
徳
善
一
八
、
小
口
健
一
一
 

口
 、
補
正
弘
大
（
以
下
略
）
 

こ
の
結
果
、
柳
川
啓
一
、
田
丸
 徳
善
 、
小
口
佳
一
の
三
良
 

が
 理
事
互
選
に
 よ
 る
選
考
委
員
に
選
出
さ
れ
た
。
 

②
一
般
投
票
 分
 

投
票
者
総
数
三
六
七
（
投
票
率
二
八
・
一
 
%
 ）
 

有
効
投
票
者
数
三
六
六
 

 
 

無
効
投
票
者
数
 

開
票
結
果
 

田
丸
 徳
 善
二
ム
ハ
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The Sacred Fires and Religious Rites in Zoroastrianism 
-Ma& and Jagan--- 

Harukazu NAKABEPPU 

The Parsis (Zoroastrians) have three kinds of sacred Fires: the 
Atag Bahram, the Atas Adaran, and the Atag Dadgah. After the 
consecration, these sacred Fires have been kept burning in t he  
Sanctum Sanctorum (Gumbad) of the Dar-i-Mihr or Agiari (so-called 
the Fire Temple). The qualified priests (with Xub) alone can go 
before the sacred Fires five times (Gahs) a day and 'feed' them 
with pieces of fragrant, dried wood (ma&). 

The sacred Fires and Dar-i-Mihr are essential sacred symbols of 
Zoroastrianism. Complexes of those symbols conserve the meanings 
in terms of which each individual interprets his experience and 
organizes his conduct. The analysis of sacred symbols and accompany- 
ing religious rites may be of great help to clarify the Zoroastrian 
way of thinking. 

The Gujrati documents of nine sacred Fires in Navsari situated 
250 kms north of Bombay where our research work has been carried 
on, show that most of the sacred Fires have been founded individually 
by a parsis, a family, or an Anjoman (i.e. assembly) in pious memory 

(Xihuman) of the departed soul (urvan). The Parsis believe such 
pious foundations of the sacred Fires to be very much meritorious. 
This is the case with Dakhma (the Tower of Silence). 

Again the religious rites in the Dar-i-Mihr, maEi and Jagan, have 
been observed for the departed. MaEi is to appoint a special month, 
day, time (Gah) for offering pieces of fragrant, dried wood to the 

sacred Fires. This is a vital ritual to keep the Fires burning forever. 

There are several kinds of ma&: the individual ma&, the family 

maEi, the street maEi, the collective maEi and the Trust m%i. Many 

of those maEis, especially individual maEis and Trust matis, have 

been done for the sake of the departed soul. Lots of Jasans (communal 

feasts of the Zoroastrians), including six Gsharnbars (five-day commu- 

nal feasts) have also been celebrated mainly for the Fravasi (an ever- 



lasting spiritual entity) of the dead. Fravagi is an ever-lasting 
spiritual entity and the Zoroastrians believe that Fravagi of the 
dead come back to this world and visit their own house during the 
last ten days of the Zoroastrian year (HamaspaBmaidyem). 

Thus the Zoroastrians have devotedly performed those religious 
rites for the soul of the departed and the Frava5i of the dead. This 
awareness of the soul of the departed and the Fravagi of the dead 
may be first importance when we approach the Zoroastrianism. 



Der dynamische Charakter vom Denken Eckharts I 
und dessen ontologische Begriindung 

-in Hinsicht auf seine Analogielehre- 

Teruhisa TAJIMA 

Das Denken Eckharts, besonders in den deutschen Predigten unc 
Traktaten, durch seinen dynamischen Charakter sehr stark gekennzei 
chnet. 

In der vorgelegten Abhandlung versuchte ich einsichtig zu machen, wic 
dieser dynamische Moment durch seine Analogielehre begrundet ist. 

Bei Eckhart spielt die Analogie eine entscheidende Rolle zu 
Auslegung des Seins von Gott und Kreatur. Seine Bestimmunj 
der Analogie heiBt wie folgt; analogia per modus unius eiusdemquc 
rei simpliciter. Der Gliederung von SuBrez nach ist sie analogi; 
attributionis intrinseca. Die eigene Leistung Eckharts t'esteht abe 

darin, daB er in diese Analogie eigene Verhaltnis-Moment eine 
analogaturn inferiorum von analogia attributionis extrinseca eingefuhr 
hat. Der von Eckhart eingefuhrte Moment meint die absolute Abhan 
gigkeit. 

Das Kreaturliche i s t, nur insofern es in unaufhorlicher Abhangig 
keit esse von Gott entleiht. Das Sein, durch das die Kreatur s e i ~  
lafit, gehort total zu Gott. Wegen dieses standgen Entleihens hat da 
Geschaffene ein niemals gesattiges Verlangen nach ipsum esse d.h 
Gott. 

Aus diesem Grund hat jede Kreatur in sich einen grundlegende~ 
dynamischen Charakter. Das sogenannte "Nichts von der Kreatur 
mu13 darum von dem ontologischen Aspekt her als die absolutc 
Abhangigkeit der Kreatur vom Sein Gottes verstanden werden. Dic 
Kreatur i s t namlich nicht durch sein eigenes Sein. 

Aus der Unwissenheit von dieser Nichtigkeit der Kreatur entsteh 
das verschlossene SelbstbewuBtsein der Seele. Eckhart nennt e 

"eigenschaft" (Ich-Bindung). Abgeschiedenheit bedeutet also da 
Losgelost-Sein von der Ich-Bindung. Darum ist das Selbsterkennen de 
Seele mit der Selbstverneinung der Seele identisch. Dieses ProzeR de 

Abgeschiedenheit der Seele nennen wir die Gnoseologie bei Eckhart. 



Experience in Initiation 

Hiromi SHIMADA 

Structure of initiation has been studied in various ways since A.van 
Gennep pointed out the tripartite phases, of passage, using the serial 
terms, separation, margin, and reaggregation. But with regard to the 
experience in initiation, we don,t have sufficient research materials. 
Through what ,experience does a candidate find himself being a 
member of the religious (utopian) group? 

As an example of initiation, we take up the Yamagishi Kai session 
- Yamagishism Tokubetu Koshyu Kensan Kai which is called Tokko 
for short - which lasts a full week. The Yamagishi Kai (Yamagishi 
Association) is the largest utopian community in Japan. Yamagishi 
Miyozo, the association's eponym, developed a unique and successful 
chicken-raising method and originated a kind of group-dynamics 
session, kensan hoshiki (inquiry method). Those who want to join the 
association must have a course in the Tokko session. The most 
important part of it is ikari kensan (anger inquiry) which tries to 
make a trainee incapable of anger under any and every situation. 
The aim and the meaning of the Tokko session is discussed by com 
paring the case of my experience in it with that of others'. 

In our consideration of experiences in the Tokko sessions, three 
things become quite clear. First, trainees experience a kind of 
conversion through which they can grasp the reality from a different 
standpoint. Secondly, they become capable of understanding and using 
the language of the Yamagishi Kai of which usage and meaning is 
different from that of the general public. Thirdly, they catch a 
glimpse of an utopia. It is the model of the utopian community 
which they want to construct in this society. 



Die "Kehre" bei  Heidegger  

Satoshi ITOH 

In diesem Aufsatz versuche ich, den von Heidegger gedachten, 
Sachverhalt von "Kehre" im Zusammenhang mit der "Wendung" 
seines Denkens zu erortern. ( § 1) 

An der Wendung ist das Wesentliche, da13 sein Denken von der 
Bahn des metaphysisch-transzendentalen Fragens abspringt und die 
Subjektivitat des Daseins (Menschen) endgultig verlarjt, so darj es in 
den als Ab-grund des Daseins geoffneten Grund der Metaphysik 
zuruckgeht. Dieser Grund, d.h. die Wahrheit des Seins ist fur die 
Metaphysik verborgen, weil das Sein einerseits als Wahrheit des 
Seienden "west" und darin sich als Sein des Seienden dem metaphy- 
sischen Denken geschicklich schickt und zugleich sich selbst entzieht 

und verbirgt. Die Wahrheit "west" hier als Un-wahrheit. ( $2, 3) 
Die Wendung des Denkens bedeutet primar die Wendung zu solcher 

Wahrheit des Seins, d.h. zur zudenkenden Sache. Nach Heideggers 
Erfahrung entspringt diese Wendung aus der Wendung der Sache 
selbst, die er unter dem Namen "Kehre" denkt. ( $ 4 )  

"Die Kehre der Seinsvergessenheit in die Wahrheit des Seins" ist 
das Ereignis, da13 die Seinsvergessenheit, die als Un-wahrheit des 
Seins den Grundzug der Metaphysik bildet, in die ursprungliche 
Wahrheit des Seins "zuruckverlegt" wird, anders gesagt, daI3 die 
durch die Geschichte der Metaphysik verborgene Wahrheit sich 
lichtet und so die Un-wahrheit als Un-wahrheit erleuchtet. Dieses 
Ereignis denkt Heidegger als zukiinftige Ankunft des Geschick des 
Seins, und zwar Ankunft, die aus dem gewesenen Anfang der 
Seinsgeschichte als dessen Wiederanfangen kommt. Die Kehre ereignet 

L sich im "Zuspiel" zwischen Ankunft und Gewesen. Das Gottesproblem 
ist auch in diesem Gedandenkreis gedacht. ( 5 5) 




