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波 六二 

五年 
O 三 
O 月   

本土日 藤 + 仝 

美喜 評 
存著 と 

的 士 紹 

ホ教 
払 

介 
百冊 

の 

研 
究 

る
 等
々
の
事
例
も
、
巨
大
な
人
類
の
宗
教
文
化
の
必
然
的
な
 趨
 勢
 と
も
い
 

え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
大
い
な
る
精
神
の
流
れ
の
 中
か
ら
、
 

お
の
ず
と
生
ま
れ
出
た
宗
教
的
思
索
の
一
つ
の
結
実
が
、
藤
本
 陣
参
氏
の
 

「
実
存
的
宗
教
論
の
研
究
」
と
も
い
え
よ
 

う
 。
 

と
こ
ろ
で
「
実
存
的
」
と
い
う
名
が
冒
頭
に
冠
せ
ら
れ
て
い
 

る
よ
う
 

に
 、
こ
の
著
書
は
、
西
洋
近
代
に
お
け
る
実
存
主
義
の
先
駆
者
 た
る
 S
 

キ
 コ
ル
ト
 ノ
 ゴ
ー
ル
、
そ
し
て
そ
ハ
り
系
 議
 ㌍
 下
卜
ト
 
あ
る
 

P
.
 

手
ノ
ィ
リ
 ッ
ヒ
と
、
 

主
と
し
て
法
然
の
浄
土
教
の
研
究
、
お
よ
び
そ
れ
ら
両
者
を
相
 互
に
媒
介
 

せ
し
め
つ
つ
、
藤
本
氏
自
身
の
実
存
的
な
宗
教
的
思
索
の
展
開
 を
 試
み
る
 

と
こ
ろ
に
、
そ
の
主
た
る
内
容
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

浄
土
教
的
な
精
神
的
基
盤
の
中
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
精
神
的
な
 自
己
 形
 

成
を
遂
行
し
つ
っ
、
ま
た
他
方
、
学
問
の
対
象
を
専
ら
西
欧
 近
 代
の
ゐ
 示
教
 

思
想
、
と
り
わ
け
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
的
思
惟
に
み
ず
か
 ら
 自
身
を
 

お
く
こ
と
に
 
ょ
 り
、
単
に
東
西
の
宗
教
思
想
を
客
観
的
に
比
較
 研
究
す
る
 

と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
両
者
が
実
存
的
、
主
体
的
 に
 相
互
 媒
 

介
せ
ら
れ
つ
つ
、
藤
本
氏
自
身
の
宗
教
的
思
惟
と
し
て
展
開
 せ
  
 

る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

四
百
貫
以
上
に
も
及
ぶ
大
著
と
も
い
え
る
こ
の
書
は
、
昭
和
四
 四
年
か
 

ら
 五
九
年
ま
で
の
約
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
 十
セ
 篇
か
ら
な
 

る
 論
文
の
集
大
成
で
あ
る
。
個
々
の
論
文
の
集
積
ゆ
え
に
、
 一
 見
、
そ
れ
 

ら
が
独
立
し
て
い
る
 よ
う
 に
見
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
全
体
 を
 見
渡
す
）
 

時
 、
ま
た
そ
こ
に
氏
の
思
索
の
必
然
的
な
展
開
を
も
 見
ぅ
る
 
の
 で
あ
る
。
 

そ
の
全
体
の
構
成
は
全
四
部
（
各
部
は
、
三
章
か
ら
一
八
章
を
も
 

っ
て
独
立
 

綴
 

 
 

し
て
お
り
、
そ
の
各
章
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
論
文
で
あ
る
）
 と
 、
英
文
 



本
稿
で
は
、
そ
の
制
約
上
、
全
内
容
 仁
 わ
た
る
詳
述
は
不
可
能
 で
あ
る
 

が
 、
東
西
宗
教
の
出
合
い
と
い
う
状
況
下
に
お
け
る
そ
の
一
環
 

未
開
の
分
野
を
示
す
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
 そ
 と

し
て
 本
 

し
て
更
に
 

書
を
見
る
時
、
そ
こ
に
幾
つ
か
の
興
味
深
い
内
容
の
展
開
も
見
  
 

で
あ
る
。
具
体
的
に
そ
れ
は
、
近
代
西
欧
に
お
け
る
宗
教
的
 思
 惟
を
通
じ
 

て
 法
然
浄
土
教
を
見
る
時
、
単
に
そ
れ
ま
で
の
浄
土
教
的
な
 伝
 統
 的
な
思
 

惟
の
領
域
に
は
見
え
な
か
っ
た
人
間
的
思
惟
 仁
 と
っ
て
本
質
的
 た
 契
機
が
 

露
 わ
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
か
か
 る
 浄
土
教
 

的
 思
惟
を
媒
介
と
し
て
西
洋
的
な
宗
教
旧
思
惟
も
ま
た
、
新
た
 な
 展
望
と
 

は
そ
れ
ら
両
者
の
新
た
な
る
展
開
を
通
し
て
、
両
者
に
共
通
の
 、
普
遍
的
 

な
 精
神
の
根
源
的
な
領
域
へ
の
展
望
が
開
か
れ
て
く
る
、
と
い
 う
 予
見
も
 

可
能
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
観
点
か
ら
、
本
書
中
二
、
三
の
課
 題
を
取
り
 

上
げ
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
関
心
を
ひ
く
の
は
、
「
選
択
」
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
 る
 。
 第
 

一
部
第
四
章
の
題
は
、
「
選
択
思
想
の
一
考
察
１
 l
 法
然
 と
キ
 
ヱ
ル
ケ
 。
 
コ
 

｜
ル
 」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
法
然
浄
土
教
の
根
本
思
想
た
る
 選
 択
の
思
想
 

第
一
部
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
実
存
と
信
仰
 

第
二
部
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
学
問
と
信
仰
 

第
三
部
法
然
に
お
け
る
宗
教
的
実
存
の
問
題
 

第
四
部
時
と
歴
史
 ｜
 哲
学
・
宗
教
・
文
化
の
重
層
と
し
て
 ｜
 

概
要
、
索
引
等
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
全
容
を
知
る
た
め
に
 、
目
次
に
 

従
っ
て
各
部
の
題
目
を
見
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

が
、
キ
エ
 ル
ゴ
ー
ル
の
信
仰
の
立
場
と
対
比
し
て
論
じ
ら
れ
て
 い
る
。
 こ
 

 
 
 
 

こ
で
も
伝
統
的
な
浄
土
教
の
立
場
が
改
め
て
近
代
西
欧
的
思
惟
 の
 地
平
で
㎝
 

 
 

 
 

れ
 近
代
人
と
っ
て
身
近
な
も
の
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
 よ
う
 
に
も
な
 

る
 。
氏
は
、
「
法
然
 と
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
選
択
」
 の
 思
想
 

は
、
 …
：
毛
の
渕
 源
 は
い
わ
か
る
論
理
的
で
は
な
く
、
罪
悪
 生
 死
な
る
 実
 

存
 の
 原
 事
実
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
 
"
 
単
独
者
 "
 と
し
て
 

神
 
「
 
仏
 ）
に
 対
持
 す
る
信
仰
的
 力
 動
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
 ま
た
「
 選
 

択
 」
の
本
源
が
極
め
て
腕
白
 的
 超
越
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
 る
と
い
う
 

こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
選
択
の
構
造
は
…
…
弁
証
法
的
な
 露
開
 性
 で
あ
 

る
 。
そ
こ
に
、
信
仰
の
場
但
し
か
生
じ
な
い
論
理
を
見
る
こ
と
 
が
で
き
 

る
 。
以
上
の
よ
う
な
論
点
に
お
い
て
も
、
両
者
は
相
互
に
透
 入
 し
あ
え
る
 

資
質
を
含
ん
で
い
る
と
舌
口
え
よ
 
う
 。
」
（
本
書
九
五
頁
」
と
そ
の
 
内
容
を
論
 

じ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者
の
 概
念
、
宗
 

教
性
 A
 、
 B
 等
を
め
ぐ
る
論
述
を
通
し
て
の
法
然
の
信
仰
と
の
 対
比
が
な
 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
近
代
人
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
 が
 法
然
に
 

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
ゆ
く
場
合
の
極
め
て
有
効
な
手
が
か
り
と
も
 い
 う
 べ
き
 

契
機
を
も
 見
ぅ
 る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
 は
 、
時
機
 相
 応
 を
最
重
 

要
祝
 す
る
法
然
白
井
の
立
場
か
ら
い
っ
て
も
、
ふ
さ
わ
し
い
も
 の
と
云
え
 

よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
ほ
、
法
然
の
思
想
を
 キ
 ヱ
ル
 ケ
 。
コ
ー
ル
 

の
 立
場
に
還
元
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
 ろ
キ
ヱ
ル
 

ケ
 ゴ
ー
ル
が
不
可
避
の
媒
介
と
な
っ
て
、
か
え
っ
て
法
然
自
身
 の
 信
仰
の
 

立
場
の
理
解
の
限
り
な
き
深
ま
り
を
縁
成
せ
し
め
る
契
機
と
し
 て
 、
そ
れ
 



時
 」
」
の
テ
ー
マ
で
、
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
瞬
時
」
と
共
に
 、
 

は
 極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
 、
キ
ヱ
ル
 

と
く
に
 テ
 

ケ
 ゴ
ー
ル
の
側
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
べ
 き
 こ
と
な
の
で
あ
 り
 、
む
し
 

ろ
 両
者
の
相
互
媒
介
を
通
じ
て
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
理
 解
の
限
り
 

な
ぎ
深
化
が
予
想
さ
れ
 ぅ
 る
の
で
あ
る
。
 

次
に
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
宗
教
の
問
題
は
必
然
的
に
、
「
 時
 間
 と
永
 

遠
 」
の
問
題
と
不
可
分
に
関
わ
っ
て
い
る
。
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
 に
お
い
て
 

も
 「
瞬
時
」
 卜
目
 
の
り
コ
ミ
 

ぽ
ガ
 の
概
念
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
展
 聞
 さ
れ
 

て
い
る
。
藤
本
氏
は
と
り
わ
け
第
四
部
、
第
三
章
の
「
「
瞬
時
」
 と
「
 熟
 

ィ
 リ
ッ
ヒ
の
執
持
（
カ
イ
ロ
ス
）
論
に
関
心
を
集
中
し
て
い
る
 。
た
と
え
 

，
は
 
本
書
三
三
八
頁
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
の
カ
イ
ロ
ス
論
を
 
も
 引
用
 

し
 、
「
「
時
間
の
経
過
に
お
け
る
際
立
っ
た
 
時
 （
 
間
 ）
、
永
遠
が
 時
 間
 的
な
も
 

の
を
揺
り
動
か
し
変
容
せ
し
め
つ
つ
も
、
人
間
実
存
の
最
奥
底
 の
 土
壌
に
 

お
い
て
危
機
を
も
た
ら
し
な
が
ら
、
そ
の
時
間
的
な
も
の
に
 侵
 入
す
る
時
 

（
 間
 ）
」
で
あ
り
、
ま
た
「
永
遠
的
な
も
の
が
現
世
的
な
も
の
に
 突
発
し
 

現
世
的
な
も
の
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
用
意
せ
ら
れ
て
い
る
時
 
（
 間
 ）
」
 

で
あ
る
と
舌
口
わ
れ
る
。
時
に
お
い
て
緊
張
に
満
ち
た
垂
直
の
深
 み
 こ
そ
 

が
 、
「
 熟
 時
の
 ハ
 カ
イ
ロ
ス
 V
 な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
 キ
 リ
ス
ト
 教
 

的
な
精
神
圏
内
で
の
時
と
水
遠
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
 問
題
は
氏
 

 
 自

身
の
立
場
に
お
い
て
も
不
可
避
的
な
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
 り
、
 続
く
 

今
次
 章
 
（
第
四
章
「
一
向
専
修
と
只
管
 打
座
 」
で
み
ず
か
ら
 の
 問
題
と
し
て
 

 
 

醸
 

論
究
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
尺
一
向
に
専
ら
念
仏
を
修
 

 
 す

る
と
い
う
こ
 

の
 強
調
の
内
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
永
遠
の
願
い
八
本
願
）
と
、
 行
じ
 ろ
主
 

体
 と
の
間
に
か
も
し
出
さ
れ
る
宗
教
的
出
合
い
の
脈
動
そ
の
 

 
 

「
 時
 」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
永
遠
の
願
い
（
本
願
）
 が
 念
仏
 

を
 通
し
て
念
仏
す
る
主
体
の
内
に
突
発
す
る
 
"
 満
た
さ
れ
た
 時
 "
 
の
現
 

成
 、
す
な
 ね
 ち
、
救
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
（
三
四
 八
頁
）
 と
 

述
べ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
等
を
媒
介
し
な
が
ら
浄
土
教
的
立
場
に
お
 げ
る
時
間
 

論
の
展
開
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
に
は
固
定
化
さ
れ
た
宗
乗
的
 な
 教
条
 主
 

義
の
枠
組
を
超
え
た
柔
軟
な
宗
教
的
思
惟
の
展
開
が
見
ら
れ
る
 。
な
お
、
 

評
者
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
華
厳
に
 
%
 げ
 ろ
 

「
念
動
 融
即
 」
の
論
理
や
「
無
量
寿
経
 L
 序
に
お
け
る
釈
尊
の
め
 
示
教
体
験
 

の
 内
容
と
し
て
の
「
去
来
現
の
仏
、
仏
々
柏
倉
 す
 」
の
ご
と
 ぎ
 世
界
も
ま
 

た
 見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
 テ
 一
％
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
 よ
 、
東
西
 

南
宗
教
の
出
合
い
を
通
し
て
、
今
後
、
限
り
な
く
豊
か
な
「
 時
 と
、
水
ぬ
速
 

」
 

を
め
ぐ
っ
て
の
思
想
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

全
般
的
に
云
っ
て
 、
 氏
の
思
想
的
展
開
に
は
、
西
洋
的
な
実
存
 主
義
や
 

キ
リ
ス
ト
教
神
学
等
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
大
乗
仏
教
、
と
り
わ
 げ
 法
然
 浄
 

土
 教
へ
と
帰
趣
し
て
ゆ
く
動
向
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
 ら
 媒
介
 と
 

な
る
こ
れ
ら
西
洋
的
思
惟
が
、
浄
土
教
的
思
惟
の
展
開
の
単
 な
 る
 手
段
と
 

し
て
の
意
義
し
か
も
ち
え
な
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 そ
 れ
ら
は
そ
 

れ
ら
で
ま
た
 己
 八
円
 成
 な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
大
乗
仏
教
と
 キ
 リ
ス
上
荻
 

的
 思
惟
、
あ
る
い
は
西
洋
的
思
惟
は
、
相
互
に
媒
介
せ
ら
れ
つ
 つ
 、
よ
り
 

 
 
 
 

開
か
れ
た
新
し
い
宗
教
的
な
精
神
圏
の
展
望
が
望
ま
れ
る
の
で
 あ
る
。
 ム
フ
 
㎝
 

後
、
キ
リ
ス
ト
教
が
東
洋
的
に
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
従
来
 西
 欧
 的
で
あ
㏄
 

 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
隠
さ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
本
 来
 性
の
 開
 



示
 と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
西
欧
的
な
 
大
乗
 仏
 

教
 」
へ
の
展
望
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
の
絶
対
者
（
 神
 ）
か
ら
 見
 

れ
ば
、
東
西
を
も
超
越
し
て
、
東
西
の
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
「
 
己
 
々
 円
 

成
 」
の
も
の
と
し
て
、
新
し
い
 光
 芭
を
放
ち
、
よ
り
本
来
的
な
 意
義
が
自
 

覚
せ
ら
れ
る
よ
 う
 に
も
な
る
。
 

氏
は
 、
本
書
の
「
後
記
」
の
中
で
、
「
本
書
の
次
の
課
題
と
な
 
る
の
 

は
 、
法
然
浄
土
教
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
考
察
で
あ
り
、
そ
の
後
 で
、
法
然
 

浄
土
教
そ
の
も
の
の
特
色
の
学
的
解
明
と
い
う
作
業
へ
と
続
く
 
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
」
と
述
べ
て
い
る
。
氏
の
最
初
の
学
問
研
究
の
因
縁
が
 西
 洋
 近
世
智
 

学
 で
あ
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
 、
世
界
 宗
 

敦
史
的
な
展
望
の
中
で
の
氏
の
浄
土
教
的
思
想
の
展
開
に
限
り
 な
 い
 期
待
 

と
 夢
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
巻
末
の
英
文
目
次
、
概
要
は
、
海
外
の
日
本
浄
土
教
研
 究
 等
に
 

と
っ
て
も
、
何
よ
り
も
の
便
宜
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
配
 慮
を
高
く
 

評
価
し
た
い
。
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上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
 

 
 

 
 
 
 
 
 

キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

例
文
社
刊
一
九
八
五
年
四
三
 

0
0
 
円
 

小
山
雷
丸
 

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
二
）
に
続
く
も
の
と
し
て
、
い
っ
そ
う
充
実
し
た
 

新
た
な
装
い
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ヘ
 
レ
ス
）
、
四
神
名
と
し
て
の
最
高
類
概
念
１
億
 

デ
 イ
 
オ
ニ
ュ
 

シ
オ
 

 
 

 
 

に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
（
坂
口
ふ
み
）
、
ハ
ト
マ
ス
 

ム
の
 
ロ
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
 

ヒ
 注
釈
（
大
谷
智
治
）
 

、
七
ボ
ナ
 

 
 

一
に
お
け
る
分
有
（
 

K
.
 
リ
ー
ゼ
ン
フ
 

l
 ハ
ー
）
、
丸
形
 

而
 
工
学
的
神
秘
 

家
 

 
 

 
 



フ
ラ
ト
ン
主
義
の
三
つ
の
潮
流
と
し
て
、
 R
.
 ク
リ
バ
ン
ス
 亜
 ｜
ま
ビ
 

@
 

ザ
ン
テ
ィ
ン
的
伝
統
、
ア
ラ
フ
・
ユ
ダ
ヤ
的
伝
統
、
ラ
テ
イ
 中
  
 

を
あ
げ
、
そ
の
概
略
を
叙
述
し
た
。
こ
の
分
類
に
し
た
が
 ぅ
と
 「
・
不
幸
田
 

の
 

あ
つ
か
 コ
 プ
ラ
ト
ン
主
義
は
 、
 主
と
し
て
第
三
の
ラ
テ
ン
中
世
  
 

属
す
る
と
い
え
る
が
、
本
書
で
ほ
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
、
ニ
ュ
 ッ
サ
 の
 グ
レ
ゴ
 

リ
 オ
ス
、
ア
レ
オ
パ
 キ
テ
 ー
 ス
 の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
、
 古
代
末
期
 

の
 哲
学
者
た
ち
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
キ
リ
ス
 ト
教
的
プ
 

ラ
ト
ン
主
義
し
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
一
口
に
「
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
と
言
 っ
 て
，
も
、
 

そ
の
源
泉
と
な
っ
た
プ
ラ
ト
ン
主
義
自
体
が
す
で
に
多
様
化
し
 て
お
り
、
 

ま
た
そ
れ
を
き
け
い
れ
る
側
の
対
応
の
仕
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
 る
 。
さ
ら
 

に
 時
代
的
に
も
、
二
世
紀
後
半
の
オ
リ
ゲ
ネ
ス
か
ら
、
一
五
世
 紀
 後
半
の
 

ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 ま
で
約
千
三
百
年
に
わ
た
る
。
時
間
は
こ
の
時
代
 に
あ
っ
て
 

は
近
 現
代
に
く
ら
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
た
と
 し
て
も
、
 

歴
史
の
ひ
だ
の
複
雑
さ
は
、
単
純
な
と
り
扱
い
を
拒
否
し
て
い
 る
 。
こ
の
 

時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
背
骨
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
  
 

こ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
思
想
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
 代
表
す
る
 

重
要
な
人
た
ち
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
最
深
部
を
形
 づ
 く
る
こ
れ
 

ら
の
思
想
家
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
研
究
者
に
と
っ
て
  
 

の
で
あ
る
。
と
同
時
に
こ
れ
ら
の
思
想
家
を
ま
と
め
て
一
書
を
 な
そ
う
と
 

介
 

い
 う
 監
修
者
の
力
量
と
理
解
の
深
さ
を
考
え
ざ
る
を
え
な
 

ヨ
ー
ロ
 ツ
 

蠕
パ
 思
想
の
真
菌
 部
 に
大
い
な
る
光
を
投
じ
ら
れ
た
各
論
文
 の
 執
筆
者
に
敬
 

 
 

 
 

第
一
の
 
子
 メ
シ
 ヱ
ギ
 氏
の
論
文
は
 、
オ
り
ゲ
 
不
ス
に
お
け
る
 
神
 と
 人
間
 

と
 両
者
の
関
保
に
問
題
を
し
ば
り
、
か
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
 ブ
 -
 
フ
ト
ン
 王
 

義
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
て
中
期
フ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
は
   

物
を
超
越
し
、
し
か
も
「
善
良
さ
」
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
 し
 た
が
っ
て
 

世
を
愛
す
る
神
で
も
あ
る
。
オ
リ
 ゲ
不
ス
 
の
神
概
念
は
こ
の
よ
 5
 な
影
響
 

を
麦
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を
突
破
し
 、
 乗
り
こ
え
る
。
か
れ
に
と
 っ
て
神
は
 

人
格
的
存
在
で
一
・
善
良
な
者
」
で
あ
り
、
人
々
を
愛
し
、
そ
の
 

救
い
を
 望
 

む
 者
で
あ
る
。
こ
こ
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
神
概
念
の
中
核
が
あ
り
 、
ギ
リ
シ
 

ア
 哲
学
の
神
と
聖
書
の
神
の
一
つ
の
総
合
が
あ
る
。
こ
の
神
が
 
「
神
の
予
 

ら
 」
Ⅱ
神
の
似
 像
 と
し
て
の
人
間
の
魂
 、
を
 割
っ
た
。
し
か
し
 、
 魂
は
自
 

古
意
念
の
選
択
に
よ
り
堕
落
す
る
。
そ
こ
で
神
は
魂
を
教
育
す
 る
 場
と
し
 

て
 物
質
 界
 
（
宇
宙
）
を
創
る
。
こ
の
教
育
施
設
の
中
で
自
由
意
 志 を
も
っ
 

て
 倫
理
的
に
行
為
す
る
者
が
教
育
さ
れ
る
。
こ
の
自
由
吉
 宰
 心
と
 い
 と
ノ
立
 

う
う
ん
 

方
は
、
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 よ
う
に
し
 

て
 神
の
教
育
、
つ
ま
り
救
い
の
業
を
通
し
て
、
人
間
は
真
の
神
 の
低
 像
と
 

な
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
の
谷
氏
の
論
文
は
、
ニ
ュ
 ッ
サ
 の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
 コ
モ
 ｜
セ
の
 

生
涯
 L
 第
二
部
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 「
プ
ロ
ア
イ
レ
 シ
 ス
 」
（
 選
 

択
 な
い
し
自
由
吉
生
心
）
の
意
味
を
探
り
、
「
 

ア
 ソ
テ
ー
」
の
 
成
 立
を
明
ら
 

か
に
す
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
「
我
々
は
固
有
の
 プ
 p
 ア
イ
レ
 
シ
ス
に
 拠
 

り
 、
自
己
が
 音
釜
 心
す
る
方
へ
自
己
形
成
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
 言 葉
 に
は
、
 

 
 
 
 

存
在
と
生
成
に
関
わ
る
「
何
ら
か
硬
質
の
論
理
（
 ん
 &
 
「
も
の
）
（
 
一
 
一
二
四
百
 
む
 

㎝
 

が
 宿
さ
れ
て
い
る
。
 
光
と
 闇
に
お
け
る
神
の
顕
現
（
存
在
の
開
 

 
 

そ
れ
を
見
る
モ
ー
セ
に
絶
え
ざ
る
生
成
、
「
 よ
 り
大
な
る
者
に
 成
り
ゆ
く
 



自
己
超
越
と
い
う
事
態
」
（
 四
セ
頁
 ）
を
引
 き
 起
こ
す
。
こ
の
 比
較
級
を
 

含
む
動
的
構
造
の
内
に
は
、
「
 信
 」
に
基
づ
く
超
越
的
善
と
の
 関
わ
り
が
 

存
在
す
る
。
そ
し
て
プ
ロ
ア
レ
イ
シ
ス
に
よ
り
善
を
志
向
す
る
 場
合
、
 ま
由
 

を
 志
向
す
る
そ
の
こ
と
が
魂
に
刻
印
さ
れ
る
と
い
う
受
動
的
 再
 帰
的
 構
造
 

が
 明
ら
か
と
な
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
と
り
、
モ
ー
セ
の
 生
と
 は
 、
こ
の
 

よ
う
な
「
ア
レ
 テ
 ー
の
成
立
」
の
普
遍
的
な
形
で
あ
っ
た
。
 

第
三
の
ぺ
レ
ス
 氏
 9
 論
文
は
、
十
六
世
紀
の
ス
ア
レ
ス
、
ア
ウ
 グ
ス
テ
 

ィ
ヌ
ス
 以
前
の
 ブ
イ
 p
 ソ
、
セ
 不
力
に
つ
い
て
ふ
れ
、
歴
史
的
 な
 背
景
を
 

探
っ
て
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
イ
デ
ア
論
を
明
ら
か
に
 す
る
。
 ァ
 

ウ
グ
ス
テ
ィ
 ヌ
ス
 の
 ヨ
 八
三
の
諸
問
題
 L
 の
中
の
「
イ
デ
ア
に
 つ
い
て
」
 

は
 、
イ
デ
ア
（
 r
a
t
@
o
 

口
 e
s
 

）
を
神
の
思
惟
に
内
在
す
る
万
物
の
 

超
越
的
 範
 

型
 と
す
る
点
で
、
決
定
的
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
 か
 れ
が
 ィ
デ
 

ア
 論
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
箇
所
は
 、
ヨ
 神
の
国
号
目
創
世
記
 逐
 字
解
」
・
 

円
 再
考
 録
 b
 に
も
あ
る
。
そ
れ
ら
 ほ
 、
根
本
的
な
点
で
主
旨
は
変
 ら
な
い
 

が
 、
い
く
ら
か
の
発
展
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
、
「
神
の
国
 ヒ
 第
一
一
巻
 

一
 0 章
で
は
、
神
の
単
純
性
と
知
恵
の
内
容
と
の
関
連
で
 
q
u
 
（
 
@
 
o
 コ
 
9
 
が
 

問
題
と
さ
れ
る
。
十
三
世
紀
に
イ
デ
ア
の
複
雑
性
を
め
ぐ
っ
て
 議
論
が
行
 

な
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
 き
 、
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
ろ
 
ぅ
 。
最
後
 

に
 、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
考
え
が
、
の
ち
に
「
神
学
用
語
と
 し
て
の
 々
 

デ
ァ
 」
の
定
着
化
に
大
き
な
貢
献
を
は
た
し
た
こ
と
が
の
 ぺ
 ら
 れ
る
。
 

第
四
の
熊
田
氏
 P
 論
文
は
 、
偽
 デ
ィ
オ
ニ
ュ
 シ
 オ
ス
・
ア
レ
オ
 （
 ギ
テ
 

｜
ス
 0
 日
神
名
論
 
ヒ
 第
九
章
に
あ
ら
わ
れ
る
 対
 概
念
を
な
す
 神
 名
 、
大
 

小
 、
同
，
 異
 、
類
似
・
非
類
似
、
 静
 ・
動
を
検
討
す
る
。
こ
れ
 ら
の
 対
概
 

念
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
 
ロ
 パ
ル
メ
ニ
デ
ス
円
円
 ソ
ピ
 ス
テ
ス
」
で
 は
 最
高
 額
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二
三
頁
）
。
し
か
し
、
か
れ
の
否
定
神
学
は
全
く
の
不
可
知
論
で
 
は
な
く
、
 

他
の
教
父
た
ち
と
同
じ
く
、
創
造
を
通
し
た
神
の
何
ら
か
の
 顕
 現
と
 調
和
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
う
し
た
主
知
主
義
的
認
識
論
 
の
 内
に
 

は
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ア
リ
ス
ト
 -
 
 
 

認
識
論
の
内
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
要
素
を
含
む
ト
マ
ス
と
は
 対
照
的
で
 

あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
 

第
六
の
大
谷
氏
の
論
文
は
、
十
二
世
紀
の
シ
ャ
ル
ト
ル
学
派
に
 属
す
る
 

コ
ン
シ
ュ
の
ギ
ョ
ー
 ム
 の
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
ロ
注
釈
を
通
し
、
 当
 持
荷
な
 

わ
れ
た
「
か
な
り
強
引
な
プ
ラ
ト
 ソ
 の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
」
 二
三
八
 

頁
 ）
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
例
え
ば
、
 
弓
 テ
ィ
マ
イ
オ
ス
 J
 折
 E
 の
 

宇
宙
モ
デ
ル
の
記
述
は
、
ギ
ョ
ー
 ム
 の
注
釈
で
は
、
創
造
主
な
 る
 神
の
宇
 

宙
 創
造
の
記
述
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
 為
 A
@
 ㏄
 C
 の
宇
宙
 の
 製
作
者
 

は
 、
創
造
 主
 と
さ
れ
、
無
か
ら
の
創
造
が
語
ら
れ
る
。
 甜
 D
 以
 下
の
宇
宙
 

の
は
じ
ま
り
、
永
遠
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 ヌ
 ス
、
ボ
ヱ
 

テ
ィ
ウ
ス
 空
 考
え
が
よ
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
 、
ギ
 ョ
 ー
 ム
 に
 

と
り
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
反
す
る
教
え
が
 ほ
 と
ん
ど
 見
 

い
 出
さ
れ
な
い
。
た
と
え
、
そ
う
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
 そ
 れ
は
ブ
 ラ
 

ト
ン
が
 ぎ
 3
%
 

二
ヨ
 

の
コ
巨
ヨ
 （
覆
い
・
神
話
）
に
よ
っ
て
一
層
深
 い
 哲
学
 

を
 語
っ
て
い
る
と
、
か
れ
は
考
え
た
。
な
お
、
本
論
文
に
は
、
 
ゼ
 
@
 ョ
｜
 

ム
 の
注
釈
が
豊
富
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
広
く
行
な
 わ
れ
た
 

介
 

a
c
e
 

の
の
の
仁
の
・
性
 

0
 の
り
の
を
知
る
た
め
に
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
 

珊
 

第
七
の
坂
ロ
 氏
り
 論
文
は
、
ボ
ナ
 ヴ
ヱ
 ン
ト
ウ
 ラ
 の
 プ
 ラ
ト
ン
 

評
価
の
 

-
 

 
 

 
 

中
期
の
㍉
万
人
の
唯
一
の
教
師
た
る
キ
リ
ス
ト
三
に
お
い
て
、
 両
者
に
対
 

す
る
中
庸
で
均
整
の
と
れ
た
評
価
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
 後
 斯
 の
 
ヱ
ハ
 

日
間
の
業
に
つ
い
て
の
講
義
 L
 で
は
、
前
期
の
評
価
が
逆
転
す
 る
 。
こ
の
 

背
後
に
は
、
パ
リ
大
学
人
文
学
部
に
お
け
る
急
進
的
ア
リ
ス
ト
 テ
レ
ス
 主
 

義
 の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
の
中
で
、
ボ
ウ
 ヴ
ヱ
 ン
ト
ゥ
ラ
 は
 、
ア
リ
 

ス
ト
テ
レ
ス
的
な
経
験
に
立
脚
し
た
知
の
あ
り
方
に
危
機
感
を
 抱
く
。
 そ
 

し
て
、
か
れ
の
思
想
に
本
来
的
で
あ
っ
た
直
観
 知
 ・
 範
 理
論
が
 -
 
肌
面
 に
出
 

て
く
る
。
こ
う
し
て
、
フ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
へ
と
傾
斜
す
る
 。
イ
デ
ア
 

Ⅱ
 範
型
 、
そ
れ
は
「
 中
 」
（
 ヨ
 0
&
@
E
 

ヨ
 ）
、
キ
リ
ス
ト
に
 他
 な
ら
  
 

れ
は
認
識
の
確
実
性
を
中
り
ス
ト
に
求
め
る
。
か
れ
の
こ
う
し
 た
 思
想
を
 

支
え
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
体
験
Ⅱ
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
体
験
で
あ
 っ
た
 。
 な
 

お
 、
本
論
文
で
テ
ク
ス
ト
が
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
が
明
白
に
 
フ
ラ
ト
 

ン
 、
プ
ラ
ト
 ニ
キ
と
 名
指
し
た
場
所
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
 

目
 命
題
集
注
 

解
 三
戸
ロ
 
器
 -
 門
 キ
リ
ス
ト
の
知
に
つ
い
て
の
問
題
集
 L
 な
ど
 に
お
け
る
 

イ
デ
ア
論
の
検
討
と
い
う
あ
え
て
望
蜀
を
記
さ
し
て
頂
き
た
い
  
 

第
八
の
リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
氏
の
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
 史
 を
十
 

分
 に
踏
ま
え
た
上
で
、
分
有
概
念
を
中
心
と
し
て
（
新
）
 ブ
 ラ
 ト
ン
主
義
 

的
な
主
題
の
幾
つ
か
を
吟
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
お
 い
て
分
有
 

が
 様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
構
造
的
概
念
 」
と
し
て
 

理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
自
存
す
る
純
粋
 完
全
性
と
 

し
て
の
神
と
、
限
定
的
完
全
性
を
有
す
る
世
界
と
の
存
在
論
的
 関
係
に
 
ょ
 

っ
て
樹
立
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
分
有
と
い
う
と
、
 

当
然
 イ
 

デ
ア
 と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ト
マ
ス
は
 4
 テ
 ア
 の
 

多
数
性
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
一
方
、
分
 有
を
唯
一
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の
 始
源
的
原
理
・
 
善
 と
の
関
連
で
考
え
る
。
こ
う
し
て
分
有
の
 原
理
と
し
 

て
の
神
が
問
題
と
な
り
、
神
の
名
（
 善
 ・
 一
 ・
存
在
・
 真
 ）
 と
 "
 
 
 

対
応
す
る
原
因
性
（
目
的
日
性
、
 

範
即
凹
性
 、
作
用
因
性
・
 

一
   

お
 げ
る
共
同
性
）
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
分
有
の
多
 様
で
か
つ
 

一
な
る
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
分
有
が
構
造
 槻
十
 で
あ
る
こ
 
と
が
 祀
穏
 

さ
れ
る
。
 

第
九
の
門
脇
氏
の
論
文
は
 、
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
の
思
惟
方
法
の
特
   

相
 酌
 流
出
、
重
複
的
思
惟
方
法
な
ど
）
が
す
ぐ
れ
て
 新
 プ
ラ
ト
 
ン
 主
義
的
 

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
直
観
内
容
と
い
う
点
で
は
、
「
純
粋
な
  
 

教
師
神
秘
 家
 」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
で
は
 ェ
 

 
 

神
秘
的
直
観
と
、
 
新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
的
直
観
と
で
は
何
が
決
定
   

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
に
と
っ
て
神
秘
的
直
観
と
は
、
「
 全
  
 

範
 型
で
あ
る
御
言
葉
と
一
つ
に
な
る
こ
と
」
（
二
四
九
頁
）
で
 あ
る
。
 
こ
 

こ
に
お
い
て
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
仲
介
と
キ
リ
ス
ト
を
観
想
 す
る
こ
と
 

が
 決
定
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
は
、
観
想
   

徹
底
的
離
脱
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
論
文
に
 お
い
て
と
 

り
 扱
わ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
従
来
 行
 な
わ
れ
て
ぎ
た
研
究
の
 ょ
  
 

ッ
 諸
説
教
で
は
な
く
、
ラ
テ
ン
語
著
作
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
註
解
 
目
 
で
あ
 

る
 。
後
者
か
ら
獲
得
さ
れ
る
洞
察
が
、
の
ち
に
前
者
で
展
開
さ
 れ
る
思
想
 

を
 根
本
的
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
指
摘
（
二
五
 0
 頁
 ）
は
 、
ェ
 
 
 

ト
 研
究
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
よ
 う
 。
 

第
十
の
山
下
氏
の
論
文
は
、
標
題
に
あ
る
よ
 う
 に
 、
 二
つ
の
部
  
 

ね
 、
は
じ
め
の
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
神
認
識
の
項
に
お
い
て
プ
ラ
ト
 ニ
ス
ム
 の
 

伝
統
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
の
世
界
の
構
造
を
探
る
と
こ
ろ
で
 は
、
ク
ザ
 

｜
ヌ
ス
 
の
近
代
性
を
解
明
し
ょ
う
と
し
て
い
ろ
。
ま
ず
第
一
部
   

｜
ヌ
ス
 
の
特
有
の
諸
概
念
一
如
 あ
 -
0
 
肝
沖
 」
・
「
対
立
物
の
 
一
 致
 」
、
「
 
非
 

他
 」
、
な
ど
を
分
析
し
つ
つ
、
彼
の
神
理
解
と
は
、
存
在
と
認
識
 
 
 

を
 対
立
以
前
の
 一
 性
と
し
て
見
、
一
切
の
対
立
の
以
前
へ
の
 超
 越
 と
し
て
 

生
起
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
こ
の
超
越
に
 ょ
っ
  
 

握
 さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
 

そ
 5
 
で
は
な
く
神
は
わ
れ
わ
れ
の
 軸
  
 

中
に
輝
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
無
限
に
神
に
近
づ
く
 こ
と
が
で
 

き
る
の
で
あ
る
。
世
界
を
考
え
る
第
二
部
に
お
い
て
も
、
 ク
ザ
 ｜
ヌ
ス
 の
 

術
語
で
あ
る
一
包
 合
｜
 展
開
」
、
「
縮
減
」
な
ど
を
分
析
し
つ
つ
 

、
世
界
に
 

お
 げ
る
個
物
の
存
在
は
、
も
は
や
実
体
的
な
も
の
と
し
て
で
は
   

0
 個
物
と
の
連
関
の
う
ち
で
そ
の
現
実
性
を
得
る
機
能
的
な
も
 の
と
し
て
 

存
在
す
る
か
ら
関
係
性
と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
の
 ょ
  
 

性
の
視
点
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 が
近
代
を
予
示
し
て
  
 

を
 見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

  



民
俗
学
は
一
種
の
ブ
ー
ム
の
観
を
呈
し
て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
。
 れ
 ろ
ん
 

そ
れ
は
、
当
の
民
俗
学
以
上
に
人
類
学
や
社
会
学
、
歴
史
 学
 、
特
に
は
 申
 

吉
川
弘
文
館
昭
和
五
九
年
十
月
二
十
日
発
行
 

第
一
版
二
夫
八
頁
定
価
 六
 0
0
0
 
円
 

門
馬
幸
夫
 

宮
木
袈
裟
 雄
著
 

里
 修
験
の
研
究
 

    

      



世
 史
学
な
ど
の
隣
接
科
学
が
民
俗
学
に
近
接
し
た
成
果
を
挙
げ
 て
 ぎ
て
い
 

る
 事
に
も
一
因
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
事
は
逆
に
、
民
俗
学
   

弱
化
を
招
く
危
険
性
を
も
有
し
て
い
る
。
民
俗
学
が
、
そ
の
 持
 っ
 実
証
 カ
 

以
上
に
用
い
ら
れ
、
妖
怪
の
民
俗
学
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
 う
 に
 、
民
俗
世
 

界
 に
対
す
る
、
懇
意
的
な
想
像
力
の
み
を
飛
翔
さ
せ
る
危
険
性
   

ら
で
あ
る
。
 

日
星
修
験
の
研
究
」
は
、
こ
う
し
た
傾
向
の
も
の
と
は
異
な
り
、
 

長
期
 

の
 7
 ィ
ー
ル
ド
フ
ー
 
ク
 に
基
づ
く
着
実
な
方
法
と
視
点
、
分
析
 が
 提
示
さ
 

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
従
来
、
山
岳
信
仰
研
究
の
 分
野
で
欠
 

如
し
て
い
た
、
近
世
修
験
の
地
域
に
お
け
る
活
動
や
実
際
の
機
 能
を
、
近
 

世
 文
書
等
に
 
よ
 る
豊
富
な
文
献
を
援
用
し
、
ま
た
民
俗
事
例
に
 基
づ
い
て
 

実
証
的
・
体
系
的
に
報
告
し
て
い
る
。
評
者
自
身
は
宗
教
社
会
 学
を
専
攻
 

す
る
者
で
あ
り
、
民
俗
事
象
は
そ
れ
自
体
、
思
想
や
行
為
、
 ィ
 デ
 ナ
ロ
 ギ
 

１
や
規
範
、
象
徴
を
含
む
も
の
、
す
な
わ
ち
文
化
・
歴
史
と
し
 て
、
 
一
つ
 

の
 存
在
論
的
位
相
を
為
す
も
の
と
し
て
理
解
を
し
て
い
る
者
で
 あ
る
が
、
 

こ
の
立
場
か
ら
し
て
も
本
書
は
こ
う
し
た
見
方
に
対
す
る
大
な
 る
 示
唆
を
 

与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
修
験
を
め
ぐ
る
地
域
や
集
団
の
 行
為
・
 規
 

制
 、
治
病
や
飯
綱
信
仰
に
 よ
 る
象
徴
儀
礼
な
ど
を
、
特
に
近
世
 以
降
に
止
 

目
し
民
俗
信
仰
と
、
そ
れ
を
担
 う
 在
り
方
・
人
間
の
相
互
作
用
 を
 、
地
域
 

歴
史
状
況
的
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
 
の
方
法
 

介
は
、
 
単
な
る
歴
史
民
俗
学
と
い
う
 ょ
 り
、
む
し
ろ
歴
史
 大
 類
 学
な
い
し
 社
 

パ
 

そ
召
 

令
史
的
な
民
俗
学
の
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
 い
 よ
 う
 。
 

の
 意
味
で
本
書
 

 
 

@
 
 民
俗
学
に
お
け
る
近
年
の
学
術
的
な
成
果
の
一
つ
と
し
て
 

ま
た
 

修
験
道
研
究
史
上
に
新
た
一
ぺ
ー
ジ
 な
 加
え
た
も
の
と
し
て
 一
 
@
m
 
く
 評
価
さ
 

れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

さ
 て
本
書
の
構
成
は
次
の
 ょ
 う
に
な
っ
 

 
 

序
論
課
題
と
方
法
 

第
一
部
室
修
験
の
展
開
 

第
一
章
修
験
道
の
里
 修
 強
化
と
存
在
形
態
 

第
二
章
下
北
半
島
の
里
修
験
 

第
三
章
日
光
山
「
里
山
伏
」
 

第
四
章
佐
渡
の
里
修
験
と
そ
の
展
開
１
１
神
仏
分
離
前
後
を
 
中
心
 

と
し
て
 

第
五
章
平
戸
諸
島
の
里
修
験
 

第
二
部
修
験
道
と
民
間
信
仰
 

第
一
章
修
験
道
の
治
癒
儀
礼
と
民
間
療
法
 

第
二
章
飯
綱
信
仰
の
展
開
 

第
三
章
関
東
の
出
羽
二
一
山
 講
 

千
葉
県
の
二
一
山
登
 拝
 習
俗
 を
申
 

心
と
し
て
 

第
四
章
加
被
山
信
仰
の
展
開
と
山
先
達
地
方
霊
山
信
仰
 
の
一
 

 
 

結
論
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
 

こ
れ
に
神
論
と
し
て
「
修
験
道
と
神
仙
思
想
」
「
山
岳
修
行
者
 4
 
百
力
車
三
目
」
 

小
リ
 

論
考
が
付
随
し
て
い
る
。
 

序
論
の
「
課
題
と
方
法
」
の
と
こ
ろ
で
、
修
験
道
と
は
山
岳
で
  
 

苦
行
を
通
し
て
得
た
超
自
然
的
・
霊
的
能
力
を
も
と
に
、
 民
 衆
 の
あ
ら
 

ゆ
る
要
求
に
答
え
て
そ
の
解
決
を
は
か
る
宗
教
で
あ
る
と
規
定
 さ
れ
、
 本
 

書
は
民
俗
学
的
立
場
か
ら
、
こ
の
 修
 段
通
の
 
一
 形
態
で
あ
る
 里
 修
験
を
主
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m
 型
 

御
師
型
修
験
、
Ⅴ
聖
皇
修
験
、
の
四
類
型
で
あ
る
 （
図
 1
 歩
 

照
）
。
 

山
林
 科
櫛
 
・
山
岳
修
行
を
主
と
し
た
中
世
的
修
験
は
近
世
 期
以
 降
 、
質
 

的
 変
化
を
ぎ
た
し
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
民
衆
の
現
世
利
益
的
、
   

教
的
 諸
要
求
に
応
え
る
事
に
主
眼
が
置
か
れ
、
且
 つ
 そ
の
活
動
 は
 村
落
，
 

 
 

酊
る
 。
す
な
わ
ち
 I
 型
 
山
籠
 ・
山
岳
 斜
 

定
着
性
 

轍
型
 修
験
、
 n
 里
廻
国
・
 聖
型
 修
験
、
 

要
 な
分
析
対
象
と
し
、
そ
の
存
在
形
態
や
宗
教
活
動
お
よ
び
 庶
 民
 と
の
 関
 

わ
り
万
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
庶
民
信
仰
・
民
間
信
仰
 に
お
け
る
 

修
験
の
影
響
お
よ
び
そ
の
中
で
果
た
し
て
き
た
役
割
な
ど
を
論
 じ
よ
う
と
 

す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
目
的
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
 こ
 0
 目
的
は
 

本
書
の
記
述
を
み
る
限
り
概
ね
 果
 た
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
  
 

「
 里
 修
験
」
と
い
う
、
新
し
い
タ
ー
ム
を
本
書
で
用
い
た
こ
と
に
 つ
、
 
Ⅰ
 

て
は
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
す
る
現
在
の
山
岳
信
仰
研
究
・
 修
 験
道
 研
究
 

の
 要
路
は
近
世
以
降
の
修
験
の
実
質
的
動
向
を
分
析
 姐
 上
に
の
 せ
る
必
要
 

が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
 山
 
（
 
岳
 ）
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
 「
 里
 」
、
 す
 

な
わ
ち
地
域
共
同
体
に
お
け
る
修
験
者
等
を
中
心
と
し
た
信
仰
 0
 機
能
 

伝
置
 づ
け
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
視
角
か
ら
名
付
け
 ら
れ
た
 タ
 

１
ム
 の
よ
う
 で
あ
る
。
そ
の
た
め
著
者
は
、
「
山
岳
」
 

岳
は
修
行
 

道
場
で
あ
り
、
聖
な
る
 力
 能
を
獲
得
す
る
場
と
「
 里
 」
 

出
 で
獲
 

移
動
性
 

 
 

岳
 
l
 型
 

 
 

 
 

 
 

地
域
共
同
体
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
分
 析
は
、
こ
 

の
よ
う
な
修
験
の
里
修
験
化
過
程
と
 里
 修
験
の
存
在
の
全
般
的
  

 

び
そ
れ
と
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
に
そ
の
焦
点
が
な
け
れ
ば
な
 ら
な
い
と
の
 

す
る
著
者
の
意
図
は
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
評
者
作
成
の
図
 で
 言
え
ば
（
 

そ
の
焦
点
は
 、
山
 
（
 
岳
 ）
か
ら
 里
ヘ
 
（
 
@
.
 

Ⅲ
型
か
ら
Ⅱ
・
 

W
 型
へ
 ）
 移
 

動
か
ら
定
着
へ
（
 l
.
n
 型
か
ら
Ⅲ
・
Ⅴ
型
へ
）
と
重
な
る
 第
 4
 象
限
、
 

す
な
わ
ち
 N
 型
の
里
修
験
に
そ
れ
が
あ
る
。
近
世
 期
 以
降
、
修
 験
の
在
り
 

様
が
里
 修
験
の
形
態
と
な
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
和
歌
森
茂
 ろ
 の
 諸
説
も
 

あ
る
が
、
何
よ
り
中
世
修
験
が
所
領
そ
の
他
の
経
済
的
諸
権
利
 を
 有
す
る
 

自
足
的
権
門
体
制
で
も
あ
り
、
そ
の
故
に
山
岳
修
験
者
が
宗
教
 的
 専
門
家
 

と
し
て
君
臨
す
る
事
を
可
能
に
さ
せ
て
い
た
が
、
中
世
か
ら
 近
 世
期
 に
か
 

げ
て
の
武
士
層
の
台
頭
は
そ
の
基
盤
を
つ
ぎ
崩
し
、
修
験
道
は
 近
世
 期
に
 

お
け
る
解
体
再
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
結
果
と
も
み
な
し
得
 よ
  
 

さ
て
本
書
の
構
成
は
、
第
一
部
の
、
修
験
道
（
者
）
の
果
た
す
 機
能
や
 

位
置
づ
げ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
部
分
、
 

里
 修
験
の
地
方
ご
と
 
の
 展
開
 

と
 、
第
二
部
の
修
験
と
民
俗
信
仰
と
の
対
比
お
よ
び
そ
の
相
互
 作
用
を
解
 

明
し
よ
う
と
し
た
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
章
の
「
修
験
 道
 の
 里
修
 

酸
化
と
存
在
形
態
」
で
は
関
東
地
方
の
修
験
の
在
り
方
か
ら
 修
 験
 の
 組
識
 

化
を
述
べ
、
近
世
 期
 に
お
け
る
修
験
が
本
末
的
系
列
に
整
序
化
 さ
れ
、
 現
 

世
 利
益
的
、
 
俗
的
 権
威
の
優
越
性
と
い
う
特
徴
を
持
っ
事
を
述
 べ
る
。
 第
 

二
章
の
「
下
北
半
島
の
里
修
験
」
で
は
民
俗
宗
教
と
修
験
（
者
 ）
と
の
 関
 

わ
り
、
第
三
章
「
日
光
山
「
里
山
伏
 二
 」
は
里
山
伏
の
宗
教
 活
 動
 ・
師
檀
 

明
保
、
第
四
章
「
佐
渡
の
修
験
と
そ
の
展
開
二
で
は
修
験
の
活
 動
 が
個
人
 

レ
ベ
ル
（
 治
病
 ）
 、
家
 ン
ベ
ル
（
祈
願
檀
家
）
 
、
村
 レ
ベ
ル
（
 亜
 肩
 ）
に
お
 



ょ
 び
、
ま
た
諸
宗
教
と
の
緊
張
関
係
、
地
域
社
会
に
お
け
る
 他
 の
 宗
教
と
 

0
 機
能
的
分
業
関
係
、
と
り
わ
け
地
域
社
会
の
在
り
方
が
修
験
 の
め
示
教
的
 

活
動
に
影
響
を
与
え
る
事
な
ど
が
示
さ
れ
る
。
第
五
章
「
平
戸
 諸
島
の
里
 

修
験
」
で
は
 里
 修
験
で
あ
る
 マ
 ン
ボ
 シ
 （
山
伏
）
の
宗
教
活
動
 が
 述
べ
 ろ
 

れ
て
い
る
。
 

第
二
部
第
一
章
「
修
験
道
の
治
癒
儀
礼
と
民
間
療
法
」
で
ほ
 修
 験
 の
 治
 

厳
儀
礼
と
民
俗
信
仰
・
民
間
医
療
と
の
関
わ
り
を
述
べ
、
病
気
 
災
難
が
 

超
自
然
的
霊
力
に
よ
っ
て
生
じ
、
そ
れ
を
癒
す
治
癒
儀
礼
が
修
 ぬ
 儀
礼
の
 

中
核
を
な
す
事
を
述
べ
て
い
る
。
第
二
章
「
飯
綱
信
仰
の
展
開
 」
で
は
 修
 

験
 と
民
俗
宗
教
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
飯
綱
信
仰
の
概
観
、
 飯
綱
信
仰
 

と
 %
 霊
 信
仰
と
の
関
わ
り
、
飯
綱
信
仰
と
稲
荷
信
仰
の
変
遷
・
 習
合
・
 関
 

わ
り
を
追
究
し
て
い
る
。
第
三
章
「
関
東
の
出
羽
三
山
 講
 」
は
 千
葉
県
の
 

三
山
登
 拝
 習
俗
の
概
観
と
歴
史
的
変
化
・
問
題
点
を
検
討
、
 第
 四
章
「
 加
 

波
 山
信
仰
の
展
開
と
山
先
達
」
で
は
沖
波
山
信
仰
の
今
日
的
 ア
 ス
ペ
ク
ト
 

と
 山
先
達
に
つ
い
て
そ
の
性
格
・
担
い
手
・
 登
 拝
の
意
義
な
ど
 が
 述
べ
 ろ
 

れ
て
い
る
。
以
上
、
こ
こ
で
は
便
宜
の
た
め
に
ご
く
荒
く
 ス
ケ
 ソ
 チ
を
 し
 

た
に
過
ぎ
な
い
の
で
各
章
ご
と
の
要
約
・
問
題
点
 は
 つ
い
て
ほ
 上
木
ゲ
ネ
主
用
 

の
 

「
結
論
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
 
詳
  
 

そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

本
書
に
つ
い
て
気
付
か
さ
れ
た
点
を
一
、
二
挙
げ
て
み
よ
う
。
 ま
ず
 本
 

 
 

 
 

辮
部
 に
入
る
よ
う
な
内
容
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 ま
た
、
章
の
中
 

で
も
構
成
を
一
考
し
た
ほ
う
が
す
っ
き
り
と
す
る
と
思
わ
れ
る
 も
の
も
あ
 

る
 。
例
え
ば
第
二
部
第
二
章
の
「
飯
綱
信
仰
の
展
開
」
は
 、
こ
 こ
で
の
 丑
早
 

ご
と
の
ス
ケ
ッ
チ
で
も
見
た
よ
う
に
複
雑
な
内
容
が
盛
り
込
ま
 
れ
て
お
 

り
、
 別
に
章
を
立
て
て
論
を
展
開
し
た
方
が
こ
の
章
を
錯
綜
 し
   

感
じ
さ
せ
な
い
で
済
む
の
で
は
な
い
か
。
 

次
に
、
タ
ー
ム
な
い
し
概
念
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
よ
 う
 。
 例
え
 ぱ
、
民
 

間
 信
仰
、
庶
民
信
仰
、
民
衆
信
仰
、
民
俗
信
仰
、
民
俗
宗
教
な
 ど
 、
類
似
 

の
 用
語
・
概
念
が
出
て
く
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
研
究
者
が
 使
用
す
る
 

「
分
析
概
念
」
用
語
は
、
隣
接
科
学
と
の
関
係
か
ら
も
、
整
序
化
 し
て
 使
 

用
 す
る
必
要
が
あ
を
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
序
論
を
除
く
 文
 中
で
時
に
 

み
ら
れ
る
「
 @
 型
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
い
 
わ
ゆ
る
 

「
理
念
型
」
な
の
か
、
傾
向
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
、
等
に
 注
意
を
 

払
 う
 必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

お
し
ま
い
に
、
本
書
の
「
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
」
に
要
領
よ
 く
 今
後
 

0
 課
題
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
今
後
の
「
 
課
頴
こ
 と
 

し
て
、
修
験
と
既
成
仏
教
（
寺
院
）
・
神
社
と
の
関
係
、
あ
る
  
 

と
天
狗
信
仰
と
の
曲
供
な
ど
を
も
、
も
う
少
し
明
ら
か
但
し
て
  
 

れ
ば
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
こ
の
学
参
 き
 著
書
を
も
の
し
た
 著
 者
に
敬
意
 

を
 表
し
っ
 っ
 、
 欄
 筆
す
る
こ
と
と
す
る
。
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は
 

下
一
道
 

本
書
は
、
「
日
本
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 学
会
（
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
 十
九
日
 

設
立
）
 
ヒ
 か
ら
刊
行
さ
れ
た
最
初
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
「
 
ク
 ザ
 ー
 ヌ
ス
 

の
 生
涯
と
思
想
お
よ
び
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
周
辺
に
関
わ
る
啓
蒙
的
 で
 学
術
的
 

に
 高
度
な
論
文
集
」
と
い
う
編
集
方
針
に
従
い
、
本
書
に
は
 先
 ず
 次
の
十
 

一
 論
文
一
、
青
年
時
代
の
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 （
酒
井
修
）
 
、
ニ
、
  
 

ヌ
ス
的
 思
考
の
成
立
と
そ
の
方
法
（
小
山
 宙
丸
 ・
酒
井
細
辛
）
 
、
 三
、
ク
ザ
 

｜
ヌ
ス
 の
推
測
の
根
本
命
題
（
大
山
 哲
 ）
、
四
、
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
と
 「
無
限
」
 

0
 間
頭
（
薗
田
 坦
 ）
、
五
、
「
可
能
現
実
存
在
論
」
の
構
造
（
 
八
 巻
 和
音
）
 、
 

六
 、
知
ら
れ
ざ
る
神
を
知
る
（
ク
ラ
ウ
ス
・
リ
ー
ゼ
 ソ
 フ
ー
バ
ー
 ）
 、
セ
、
 

グ
ザ
 ー
 ヌ
ス
と
 ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
（
軒
灯
 啓
 ）
 、
ハ
 、
宗
教
 意
 識
の
展
開
 

に
関
す
る
一
考
察
（
清
水
富
雄
）
・
 

九
 、
教
会
改
革
者
と
し
て
の
 ク
 ザ
 ー
 ヌ
ス
 

（
。
 

ヘ
テ
 p
.
 ネ
メ
シ
ヱ
ギ
 ）
、
十
、
コ
ロ
内
の
 

0
 之
の
 
0
 刃
し
 下
 2
 円
～
 
下
 の
下
月
江
 

O
L
I
 
の
 下
 」
と
平
和
思
想
（
坂
本
案
）
、
十
一
、
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
、
口
 １
％
 法
、
 

人
文
主
義
（
渡
辺
守
 道
 ）
が
収
め
ら
れ
、
更
に
ク
ザ
ー
 
ヌ
 ス
 学
会
 紹
 

介
 、
研
究
案
内
及
び
（
主
と
し
て
邦
人
の
）
研
究
文
献
目
録
が
  
 

て
い
る
。
こ
の
書
物
を
通
じ
て
、
我
々
は
多
方
面
か
ら
な
る
 総
 合
 的
な
 ク
 

日
本
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 学
会
編
 

ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 研
究
序
説
 

国
文
社
昭
和
六
十
一
年
二
月
十
五
日
刊
 

A
 王
制
三
三
セ
 頁
 
四
三
 

0
0
 

円
 

ザ
 ー
 ヌ
ス
 理
解
の
道
と
日
本
に
於
け
る
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 研
究
の
現
 

さ
て
、
こ
れ
ら
十
一
の
論
文
は
内
容
的
に
み
る
と
（
 A
 ）
 ク
ザ
 

状
 を
鏡
 ぃ
 

 
 

 
  

 
 
 

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

の
 生
涯
及
び
実
践
活
動
に
関
す
る
も
の
（
第
一
、
九
、
十
、
十
 一
 論
文
）
 、
 

(
 

（
 B
 ）
思
想
史
的
立
場
か
ら
の
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 研
究
（
 第
セ
、
八
 論
文
）
 、
 

（
 C
 ）
ク
ザ
ー
 
ヌ
ス
 の
著
作
と
そ
の
思
想
理
解
（
第
二
、
三
、
四
 、
五
、
 

大
論
文
）
に
区
分
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
順
序
で
各
論
文
の
内
 容
を
要
約
 

紹
介
し
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。
 

（
 A
 ）
酒
井
論
文
で
は
ク
ザ
ー
 
メ
 ス
の
哲
学
的
神
学
的
思
索
 と
 政
治
的
 

社
会
的
活
動
を
根
底
的
 総
 ム
ロ
的
に
把
握
す
る
前
提
と
し
て
 
パ
ド
 ア
ー
ケ
ル
 

ン
 時
代
（
三
ロ
 @
 三
結
）
の
彼
の
生
の
理
解
が
試
み
ら
れ
、
 

以
 下
 の
こ
と
 

が
 明
ら
か
に
さ
れ
る
。
（
 
I
 ）
 パ
 ド
ア
留
学
中
（
に
 て
 @
 に
し
）
 
教
会
法
 

の
 研
究
、
公
会
議
主
位
論
の
伝
統
へ
の
接
近
、
占
星
術
へ
の
 関
 心
の
萌
芽
 

と
 同
時
に
、
人
文
主
義
的
気
運
の
中
で
の
師
友
と
の
交
わ
り
に
 よ
る
時
代
 

精
神
の
最
先
端
へ
の
接
近
、
こ
れ
ら
の
土
壌
の
上
で
、
急
速
に
 崩
壊
し
 解
 

体
し
つ
つ
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
ペ
ス
ト
流
行
に
よ
る
実
存
 的
 不
安
の
 

救
済
の
叫
び
声
が
解
決
さ
る
べ
き
課
題
と
し
て
経
験
さ
れ
た
。
 
（
Ⅱ
）
 ケ
 

ル
ン
時
代
（
 
ニ
お
 @
 三
結
）
 、
ト
 ヴ
ェ
ー
ル
大
司
教
の
法
律
顧
 間
宮
表
書
 

託
 と
し
て
実
務
処
理
に
当
た
る
一
方
、
ケ
ル
ン
大
学
に
教
会
法
 博
士
と
し
 

て
 登
録
し
、
何
に
も
ま
し
て
哲
学
的
神
学
的
関
心
が
 拾
顕
 す
る
 。
即
ち
 、
 

ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
 ス
 及
び
 緩
 デ
ィ
オ
 
ニ
ジ
 ウ
ス
書
か
 
ら
 
「
対
立
 

の
 一
致
」
の
概
念
の
、
ラ
イ
 
モ
ソ
ド
 
・
ル
ル
 ス
 か
ら
「
 和
 ム
ロ
」
   

の
 、
そ
し
て
数
や
図
形
の
象
徴
に
 よ
 る
思
想
表
現
の
手
法
の
獲
 得
を
通
じ
 

て
 彼
の
精
神
は
キ
リ
ス
ト
教
的
フ
ラ
ト
ン
主
義
の
伝
統
へ
と
 帰
 趣
 し
て
い
 



書評と   

つ
 -
@
 

十
八
 
。
 

不
 メ
シ
 ヱ
ギ
 論
文
は
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
教
会
改
革
の
思
想
と
そ
の
 実
践
の
 

挫
折
の
原
因
を
追
究
し
て
い
る
。
筆
者
は
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
教
会
 観
と
 公
会
 

議
 至
上
主
義
を
初
期
の
著
作
「
 し
 n
n
o
 月
 。
二
目
（
 
団
り
 ㌍
 目
 。
 主
り
 
曲
 （
正
目
 

遠
的
調
和
）
目
に
お
け
る
「
調
和
」
の
思
想
か
ら
説
明
し
、
 こ
 の
 思
想
の
 

氷
人
的
価
値
を
認
め
つ
つ
、
。
ハ
ー
ゼ
ル
公
会
議
以
降
穏
健
な
 
教
 皇
 至
上
主
 

義
者
と
な
っ
た
彼
の
枢
機
卿
、
ブ
リ
ク
セ
ン
領
主
司
教
と
し
て
 の
 教
会
 改
 

革
 
（
Ⅰ
 
目
き
 @
 Ⅰ
 
ト
き
 ）
の
挫
折
の
一
端
が
福
音
の
貧
し
さ
の
欠
如
 、
 即
ち
 、
 

教
会
法
遵
守
の
強
制
、
破
門
言
い
渡
し
、
世
俗
権
力
へ
の
依
存
 等
に
起
因
 

す
る
と
見
な
す
。
そ
し
て
、
十
六
世
紀
の
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
 の
 成
功
と
 

比
較
し
て
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
教
会
改
革
が
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
 な
か
っ
た
 

理
由
を
 、
 ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
思
想
の
包
括
的
な
幅
の
広
さ
と
 ラ
テ
 ン
語
 著
作
 

の
た
め
に
そ
の
影
響
力
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
、
神
の
非
他
者
性
 の
 主
張
に
 

よ
る
神
秘
主
義
的
傾
向
、
従
来
の
教
会
の
制
度
と
権
威
の
承
認
 の
 う
え
 で
 

の
 改
革
の
遂
行
、
世
俗
領
主
に
対
す
る
教
会
の
独
立
の
主
張
、
一
 
局
位
 聖
職
 

者
と
し
て
の
権
力
の
座
か
ら
の
改
革
の
呼
び
掛
け
、
等
に
 よ
 る
 と
 結
論
し
 

て
い
る
。
 

坂
本
論
文
は
「
 早
罵
 お舟
三
山
ヒ
（
）
下
の
の
）
に
現
れ
た
「
 

対
 話
 と
理
 

解
 」
に
も
と
ず
く
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
平
和
思
想
の
形
成
を
「
 
し
の
り
 0
 由
 

n
o
 
「
 
年
ぃ
コ
 
（
 
田
 
c
a
 
（
 
ゴ
 o
-
@
c
a
 

口
 
（
Ⅰ
 
お
 ㏄
）
と
初
期
の
説
教
案
に
求
 め
 、
 n
o
 
コ
 

の
 0
 「
 
年
ゅ
 
三
連
の
概
念
の
解
明
を
通
じ
て
そ
の
根
本
思
想
を
次
の
 
四
点
に
要
 

約
し
て
い
る
。
Ⅰ
平
和
は
神
 よ
 り
の
も
の
で
あ
る
。
 

ニ
、
 平
和
は
 

n
o
 
コ
 c
o
 

三
田
で
あ
る
。
 

三
 、
平
和
と
 

c
o
 

コ
 c
o
 
よ
 い
 三
寸
 は
 会
議
  
 

n
o
 
コ
お
コ
 
の
廷
の
に
よ
る
。
 
四
 、
平
和
は
キ
リ
ス
ト
教
者
と
全
人
 類
の
本
質
 

で
あ
る
。
即
ち
、
最
高
の
相
等
性
に
よ
っ
て
一
で
あ
る
無
限
の
 
り
 0
 い
 つ
 0
 へ
 

音
 三
田
が
三
位
一
体
と
し
て
の
神
の
本
質
を
な
し
、
創
造
に
 
よ
っ
て
 生
 

ず
る
有
限
な
人
間
精
神
の
諸
能
力
の
 
n
o
 
コ
 n
o
 
「
 &
u
 
コ
 （
 
連
 
（
内
な
 る
 平
和
）
 

と
 神
と
の
 

n
o
 

胃
 0
 「
 日
 ㏄
が
外
な
る
平
和
を
生
ず
る
二
、
三
 

そ
れ
 

故
 、
平
和
は
神
か
ら
来
る
 
n
o
n
c
o
r
d
a
 

ま
 田
が
会
議
に
参
加
す
 
る
 人
攻
 

の
 
n
o
 
コ
 の
の
 
コ
 の
申
の
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
 

実
 現
さ
れ
る
 

（
三
）
。
そ
し
て
、
聖
文
 
と
 聖
霊
と
の
 
日
里
局
の
 n
o
 
コ
 c
o
 
乙
ド
コ
 （
 
@
 の
に
お
 

い
て
、
永
遠
に
生
き
る
自
己
の
生
命
の
本
質
を
キ
リ
ス
ト
が
 十
 手
染
の
 救
 

済
の
業
に
よ
っ
て
人
類
に
与
え
た
が
故
に
、
平
和
は
キ
リ
ス
ト
 者
 と
全
人
 

類
の
本
質
と
な
る
（
四
）
。
 

渡
辺
論
文
で
は
中
世
後
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
 法
 継
受
と
人
文
主
 義
 の
 摂
 

取
 に
対
す
る
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
と
 
ハ
イ
ン
ブ
ル
ク
の
関
わ
り
が
考
察
 さ
れ
る
。
 

先
ず
 、
 p
 ー
マ
法
は
一
四
五
 
0
 
年
 以
前
は
イ
タ
リ
ア
で
法
学
を
 修
め
た
 聖
 

職
者
を
を
介
し
て
継
受
さ
れ
、
一
四
五
 0
 
年
以
降
は
法
曹
の
「
 世
俗
化
」
 

に
 伴
い
ド
イ
ツ
の
大
学
で
も
教
授
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
 で
 教
育
を
 

5
 け
た
学
識
法
律
家
の
拮
 頓
 と
共
に
一
般
に
継
受
さ
れ
た
こ
と
 、
 更
に
 、
 

こ
れ
ら
留
学
生
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
人
文
主
義
の
伝
播
と
い
う
 歴
 史
的
事
実
 

が
 考
察
の
前
提
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ク
ザ
ー
ー
 ヌ
ス
 

ハ
イ
ソ
 

フ
ル
ク
共
に
 
パ
 ド
ア
大
学
で
同
類
の
法
学
教
育
を
受
け
、
か
つ
 人
文
主
義
 

の
里
 響
の
下
で
古
典
作
家
と
そ
の
著
作
に
精
通
し
た
に
も
 拘
わ
 ら
ず
 ド
 々
 

ツ
 に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
継
受
に
も
、
ド
イ
ッ
人
文
主
 俺
 に
も
 殆
 ど
 貢
献
し
 

 
 
 
 

吐
か
っ
た
理
由
と
し
て
筆
者
は
彼
ら
の
留
学
時
期
が
一
四
五
 0
 年
 以
前
で
⑪
 

占
っ
た
こ
と
、
か
れ
ら
の
最
大
の
関
心
事
が
そ
こ
に
は
 虹
 か
っ
 
た
こ
と
を
お
 

 
 

挙
げ
、
後
に
両
者
が
宿
敵
関
係
に
な
っ
た
の
ほ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 社
 会
 に
お
け
 



る
 p
 
ー
マ
教
会
の
地
位
 

仁
 つ
い
て
の
彼
ら
の
見
解
の
相
異
か
ら
 

理
解
さ
れ
 

る
と
す
る
。
 

（
 
B
 
）
軒
灯
論
文
は
 

、
 ク
ザ
ー
 

ヌ
ス
と
 

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
の
 

関
 
わ
り
が
 

 
 

 
 

こ
と
を
文
献
学
的
に
検
証
し
ょ
う
と
す
る
。
筆
者
は
、
ま
ず
 

グ
 
ザ
 
ー
 
ヌ
ス
 

蒐
集
写
本
の
検
討
か
ら
ク
ザ
ー
 

ヌ
ス
 
は
フ
ラ
ト
ン
の
思
想
を
う
 

テ
ソ
 
語
訳
 

の
 
著
作
と
註
解
を
通
じ
て
受
容
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
 

）
 
J
 
.
 

コ
 

ッ
ホ
 
、
 R
.
 

ク
リ
バ
 

ソ
 
ス
キ
ー
の
研
究
に
従
っ
て
 

、
 ク
ザ
 
l
 
ヌ
 
ス
が
ギ
，
 

１
ム
訳
の
 

プ
 
ロ
グ
ロ
ス
の
 

ロ
 
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
註
解
 

口
年
 
ク
ザ
ー
 

ヌ
ス
 
写
本
 

ト
 
㏄
 
8
 
）
を
使
用
し
た
こ
と
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
コ
プ
ラ
ト
 

ソ
 
神
学
 
目
 L
 
Ⅰ
 
目
 
ノ
ラ
 

ト
ン
の
 

円
 
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
 

ヒ
 の
三
箸
 

を
ラ
テ
ソ
 

語
に
翻
訳
さ
せ
 

-
 
別
 
者
は
 
パ
 

フ
ル
ス
訳
で
「
 

グ
ザ
一
ヌ
ス
 

写
本
お
の
」
「
ハ
ー
レ
イ
写
本
 

鴛
の
 

ど
と
し
 

て
 
、
後
者
 

は
 
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
訳
で
現
存
す
る
こ
と
を
 

証
 
示
す
る
 

。
そ
の
上
 

で
、
ク
ザ
 

一
ヌ
ス
 

の
否
定
神
学
の
方
法
が
プ
ロ
グ
ロ
ス
を
介
し
 

て
観
 
得
さ
 

れ
た
こ
と
、
更
に
起
源
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
も
の
（
 

一
 
と
多
 
り
の
根
本
 

的
 
区
別
の
強
調
に
 

プ
 p
 
ク
ロ
ス
の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
「
 

ク
ザ
ー
 

ヌ
 

ス
 
写
本
ト
の
の
」
か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ク
ザ
ー
 

ヌ
ス
 
の
 フ
ラ
ト
ン
 

理
解
が
 

プ
 p
 
グ
ロ
ス
 

仁
 
典
型
化
さ
れ
る
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
 

的
 
解
釈
を
通
 

じ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
結
論
づ
げ
ら
れ
る
。
 

又
 
、
「
 
ク
ザ
 
｜
ヌ
ス
写
 

ロ
ス
研
究
に
多
大
の
意
義
を
な
す
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
 

清
水
論
文
で
は
「
非
連
続
性
と
連
続
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
ラ
イ
 

フ
二
 

ッ
と
 
ク
ザ
ー
 

ヌ
ス
 
に
於
け
る
宗
教
意
識
の
関
連
の
解
明
が
試
み
 

ら
れ
る
。
 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
論
理
的
前
提
と
神
学
的
前
提
が
個
体
限
定
 

0
 
基
礎
と
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
そ
こ
か
ら
①
不
可
視
的
な
神
の
外
側
か
ら
の
個
体
へ
の
 働
 ぎ
掛
 げ
に
②
 

よ
る
 神
 １
個
体
間
の
交
わ
り
の
成
立
②
各
個
体
の
個
体
性
の
先
 鈍
化
③
 身
 

(
 

体
的
 契
機
の
重
要
性
④
罪
の
意
識
の
深
化
と
し
て
宗
教
意
識
の
 成
立
が
説
 

萌
 さ
れ
る
。
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 に
お
け
る
「
非
連
続
性
 ｜
 連
続
性
」
 の
 二
重
橋
 

造
は
神
の
行
う
「
 縮
限
 」
（
 

n
o
 

コ
 （
曲
の
（
 

@
0
 
）
と
し
て
説
明
さ
れ
 、
可
能
性
 

と
 現
実
性
の
神
に
お
け
る
在
り
方
（
一
致
）
と
被
造
物
に
お
 け
 る
 在
り
方
 

（
不
一
致
）
の
区
別
と
、
可
能
性
の
現
実
性
へ
の
段
階
的
進
行
か
 ら
 神
と
 

個
体
間
及
び
個
体
相
互
間
の
「
非
連
続
性
 ｜
 連
続
性
」
が
生
ず
 る
 。
そ
こ
 

か
ら
神
学
的
前
提
と
身
体
性
の
結
合
、
神
と
自
己
の
内
面
乃
至
 生
活
感
情
 

と
の
深
い
関
わ
り
が
説
明
さ
れ
る
。
 

（
 C
 ）
小
山
・
酒
井
論
文
で
は
、
「
 
む
の
 &
0
 
ゑ
 簿
冊
 口
 0
 口
耳
 @
 
と
に
 於
 

げ
 る
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
思
考
の
根
木
性
格
が
考
察
さ
れ
る
。
第
一
 巻
袖
論
に
 

お
い
て
、
そ
れ
は
被
造
物
に
よ
る
無
限
な
接
近
に
よ
っ
て
は
 到
 達
 不
可
能
 

な
 無
限
な
真
理
の
人
自
体
性
Ⅴ
と
そ
の
到
達
不
可
能
性
を
了
解
 し
た
上
で
 

更
に
無
限
へ
至
ろ
 う
 と
す
る
志
向
性
か
ら
な
る
人
自
体
Ⅴ
へ
の
 接
近
の
過
 

程
 、
八
漸
近
線
へ
の
思
考
Ⅴ
と
し
て
特
徴
 づ
 げ
ら
れ
、
そ
の
 具
 体
 的
な
事
 

側
 が
あ
ら
ゆ
る
一
性
と
他
性
と
の
対
立
を
越
え
た
根
源
、
絶
対
 
約
一
 
性
 

（
 
目
コ
 
@
 
（
り
の
 
曲
 由
の
 
0
 ぎ
守
 ）
と
し
て
の
神
と
、
図
形
を
援
用
し
て
の
 そ
れ
へ
 

無
限
の
漸
 近
 と
し
て
示
さ
れ
る
。
第
二
巻
宇
宙
論
に
お
い
て
こ
 の
漸
近
と
 

し
て
の
超
越
を
可
能
に
し
方
向
づ
け
る
根
拠
は
、
 縮
限
 
（
 
n
o
 
コ
 侍
 
Ⅱ
が
 
@
 
苗
 0
 ）
 

と
し
て
の
宇
宙
の
在
り
方
八
一
（
な
る
宇
宙
）
 と
多
 
（
な
る
 
万
 物
 ）
の
 相
 

互
 制
約
関
係
Ⅴ
に
求
め
ら
れ
、
入
相
互
的
（
 生
 
田
畠
 

n
m
 

ョ
 ）
 思
考
Ⅴ
 、
 



書評と紹介   
のス 対のの も合のるる 一 " 。     

体
 （
 き
 ）
、
霊
魂
（
）
 0
0
 

）
、
物
体
 

公
 ㊧
 っ
 ）
が
推
測
さ
れ
る
。
 
（
二
）
 一
 

性
 と
他
性
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
各
々
の
数
の
持
つ
一
性
と
 他
 性
の
 割
 

合
を
示
す
「
 範
型
的
 図
形
 P
 
 （
 ヰ
俺
偉
 
q
p
p
a
r
a
d
 

げ
ヨ
 p
t
 
ざ
が
 ）
」
 が
 導
出
さ
 

ね
 、
普
遍
そ
の
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
 内
 に
 存
す
る
 

も
の
ど
も
が
相
互
に
前
進
し
合
 う
一
 性
と
他
性
と
か
ら
構
成
さ
 れ
る
と
 ぃ
 

ぅ
 推
測
が
相
異
な
る
仕
方
で
生
じ
る
。
（
三
）
 P
 図
形
か
ら
、
 
一
陸
 自
体
 

ほ
 個
性
に
 掩
 い
て
分
有
さ
れ
て
見
い
だ
さ
れ
る
事
が
洞
察
さ
れ
 、
一
性
を
 

中
心
に
し
た
 P
 図
形
の
回
転
に
よ
っ
て
三
つ
の
同
心
円
か
ら
な
 る
 宇
宙
の
 

図
形
が
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
宇
宙
の
各
領
域
が
固
有
の
真
理
 と
 認
識
 様
 

式
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
推
測
と
確
実
性
の
固
有
の
様
式
が
対
 応
 す
る
と
 

い
う
 構
造
が
、
推
測
さ
れ
る
。
更
に
、
宇
宙
の
各
領
域
の
完
全
 性
 の
た
め
 

に
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
完
全
数
の
数
列
の
配
置
に
よ
っ
て
普
遍
 の
 図
形
が
 

導
出
さ
れ
、
分
有
の
思
想
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
。
 

薗
田
論
文
は
、
「
無
限
」
に
つ
い
て
の
ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 の
思
惟
の
 

展
開
に
 

お
い
て
「
数
学
的
な
も
の
」
が
（
一
）
そ
の
方
法
論
的
基
礎
 を
 な
し
、
 そ
 

の
上
で
（
二
）
世
界
の
無
限
性
の
考
察
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
 
解
明
す
 

る
 。
（
一
）
「
 巴
 o
c
 
（
 
P
 俺
コ
 0
 「
 出
 （
 
ぎ
 」
１
１
比
較
（
 ゎ
 0
 ヨ
づ
 a
r
a
t
@
 

0
 ）
に
 ょ
 

る
 我
々
の
認
識
を
通
じ
て
は
「
無
限
」
自
体
は
認
識
不
可
能
で
 あ
る
と
い
 

ぅ
 知
に
お
い
て
、
「
 皿
限
 」
の
思
惟
は
「
数
学
的
な
も
の
」
 

の
も
つ
 不
 

可
視
な
も
の
の
 -
 呂
母
 ,
 い
 せ
 う
す
 。
三
日
と
し
て
の
機
能
を
媒
介
 に
し
て
、
 

「
有
限
形
象
か
ら
無
限
形
象
へ
、
無
限
形
象
か
ら
端
的
に
無
限
 な
も
の
）
 

 
 

へ
 し
の
二
重
の
無
限
へ
の
転
移
（
（
（
 叫
 日
当
 ヨ
づ
曲
 0
 ）
と
し
て
遂
行
 
さ
れ
る
。
⑪
 

そ
れ
に
よ
っ
て
 、
 
（
二
）
世
界
の
無
限
性
が
有
限
な
無
限
性
（
 
 
 

 
 

（
 
ぎ
旺
 ）
と
し
て
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
①
端
的
 に
 無
限
な
 



も
の
（
 神
 的
無
限
）
か
ら
１
１
世
界
は
一
つ
の
全
体
と
し
て
そ
 れ
を
限
界
 

つ
げ
る
も
の
な
 
き
 
（
原
理
的
）
無
限
と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
 

同
時
に
神
 

の
縮
限
 に
よ
る
神
の
似
 姿
 
（
の
 
@
 田
寮
年
 0
 口
 宙
 ）
と
し
て
自
己
 の
 質
量
的
 

限
定
を
越
え
で
る
こ
と
が
出
来
な
い
欠
如
的
無
限
（
 

口
 「
 
@
 
せ
り
 
 
 

Ⅱ
 
巨
ぎ
ョ
 ）
（
事
実
的
有
限
性
）
と
し
て
神
的
無
限
か
ら
区
別
さ
 
 
 

有
限
な
被
造
物
の
領
域
か
ら
１
１
世
界
に
は
常
に
「
 よ
 り
大
ま
 た
 は
よ
り
 

か
 な
も
の
」
が
見
出
さ
れ
そ
の
 無
 際
限
性
と
認
識
の
無
 終
住
め
 故
に
世
界
 

の
 
（
原
理
的
）
無
限
性
が
語
ら
れ
る
が
、
同
時
に
そ
の
限
界
 
到
 達
の
不
可
 

能
 性
の
故
に
世
界
は
（
事
実
的
）
有
限
性
の
内
に
留
ど
ま
る
の
 で
あ
る
。
 

ク
ザ
ー
 ヌ
ス
 に
 拾
 い
て
は
こ
の
二
つ
の
観
点
が
重
な
り
あ
っ
て
 世
界
の
価
 

仮
性
を
思
惟
す
る
立
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
 

八
巻
論
文
で
は
「
可
能
現
実
存
在
論
（
 ロ
 の
で
 

o
s
s
e
m
 

（
）
」
の
 

溝
 造
 解
明
 

開
 と
し
て
の
神
１
世
界
関
係
（
の
の
の
の
が
 
コ
 （
の
 口
 
0
 コ
 ・
 
8
 の
の
 
１
 の
の
 

が
 試
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
 

八
 存
在
可
能
で
あ
る
と
お
り
に
現
実
  

 
に
 存
在
し
 

て
い
る
 V
 の
で
は
な
い
被
造
物
の
在
り
方
か
ら
区
別
さ
れ
、
 

神
 は
八
 現
実
 

に
 存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
ど
も
 V
 が
そ
れ
に
よ
っ
て
 
現
 実
に
存
在
 

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
可
能
性
で
あ
り
、
そ
れ
 故
 

一
切
を
 

包
含
す
る
存
在
可
能
と
し
て
現
に
存
在
し
て
い
る
絶
対
的
可
能
 
性
 
と
し
 

て
 、
 八
 可
能
現
実
存
在
 V
 
 づ
 
o
 窩
の
降
と
称
さ
れ
る
。
次
に
 、
 包
含
 ｜
展
 

コ
 
0
 コ
 ・
の
の
の
の
）
が
、
 

合
 0
 コ
ゐ
お
 鋤
の
持
つ
意
味
（
①
 
一
 性と
し
  
 

ら
 他
性
（
 a
-
 
（
の
「
 

@
 
（
 
拐
 ）
と
し
て
の
不
完
全
な
被
造
物
の
創
造
と
 い
 5
 
 一
佳
 

の
 存
在
否
定
、
②
被
造
物
の
非
存
在
、
未
存
在
、
③
神
に
 於
げ
  
 

の
 在
り
方
を
把
握
す
る
場
合
世
界
の
側
か
ら
の
被
造
物
の
在
り
 方
の
否
定
 

を
 意
味
し
、
 

含
 0
 コ
 
・
幼
の
の
）
は
中
間
的
な
八
も
の
 V
 で
は
な
   

界
 関
係
の
八
接
点
 V
 の
表
現
で
あ
る
）
か
ら
解
明
さ
れ
る
。
 

そ
こ
か
 

 
 

ら
 、
被
造
物
の
神
へ
の
超
越
は
、
 

含
 0
 コ
ゐ
 s
s
 
を
を
内
在
す
る
 被
造
物
 
M
 

が
合
 0
 口
 ・
の
の
の
の
）
を
越
え
て
行
く
事
と
し
て
、
 八
 ば
ん
や
り
 

の
 解
釈
を
通
じ
て
、
 
神
 認
識
の
問
題
を
人
間
精
神
の
自
己
認
識
 し

た
映
像
Ⅴ
の
 

の
 在
り
方
 

㏄
 目
 何
ヨ
が
と
い
う
 八
 し
る
し
 V
 を
媒
介
に
し
て
、
神
が
観
る
 こ
と
に
よ
（
 

っ
て
可
能
と
な
る
見
神
（
 せ
 ㌃
 ざ
 
山
色
）
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
 

リ
ー
ゼ
ン
フ
ー
バ
ー
論
文
は
、
 

日
 隠
さ
れ
た
る
神
に
つ
い
て
の
 対
話
」
 

と
し
て
解
明
す
る
。
我
々
の
認
識
は
 、
 物
の
何
性
（
戸
田
 
臼
蕾
の
 ）
と
い
う
 

ア
 ・
プ
リ
 オ
リ
 な
 先
 理
解
に
導
か
れ
悟
性
を
媒
介
に
し
て
精
神
 が
 主
観
 と
 

し
て
、
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
客
体
化
し
区
別
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
 

成
立
す
る
。
そ
の
限
り
、
物
の
何
性
と
し
て
現
れ
る
真
理
自
体
 は
 知
の
地
 

平
 と
し
て
決
し
て
客
体
化
さ
れ
ず
認
識
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
 故
 、
我
人
の
 

認
識
の
持
つ
こ
の
本
質
的
無
知
の
自
覚
（
 知
 あ
る
無
知
）
に
お
 レ
 イ
 し
 
、
 靭
恥
 

識
の
超
越
論
的
根
拠
と
し
て
の
真
理
の
絶
対
の
先
行
性
と
規
範
 性
を
承
認
 

し
 、
真
理
と
の
根
木
関
係
の
う
ち
で
自
己
を
相
対
化
し
そ
れ
へ
 と
 全
力
で
 

自
己
を
開
く
と
い
う
仕
方
で
根
源
へ
と
遡
源
す
る
運
動
、
即
 
ち
 、
「
 祈
 

り
 」
と
い
う
宗
教
的
行
為
と
し
て
 神
 認
識
が
始
ま
る
。
精
神
の
 自
己
認
識
 

と
し
て
の
神
認
識
と
は
、
対
象
的
内
容
的
な
神
規
定
の
否
定
、
 更
に
陳
述
 

不
可
能
と
い
う
反
省
的
否
定
的
な
仕
方
で
の
神
規
定
の
否
定
を
 通
じ
て
 悟
 

性
の
思
惟
形
式
を
無
化
し
、
対
立
以
前
の
領
域
へ
と
精
神
が
直
 接
 に
調
え
 

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
り
、
 

比
 楡
を
介
し
て
 私
を
見
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
私
の
認
識
を
可
能
に
す
る
 "
 
て
れ
 自
体
 不
可
知
な
 

神
の
ま
な
ざ
し
を
自
ら
の
認
識
に
 掩
 い
て
内
的
に
知
覚
す
る
こ
 と
と
し
て
 

捜
付
 さ
れ
る
。
 



書評と紹介   
許て沃 れる 

冬木   
同
一
性
を
保
持
し
、
そ
の
相
異
性
の
ま
ま
に
包
含
さ
れ
る
全
体
 約
 
一
と
し
 

て
の
自
己
同
一
性
（
 乙
 0
 コ
（
 
@
 
（
 
の
 の
 し
 コ
ア
の
Ⅰ
在
の
㏄
（
 
ぎ
由
 ぎ
り
 パ
往
 
（
 の
 （
の
）
で
 

あ
り
、
万
物
を
そ
の
相
異
性
に
お
い
て
成
立
せ
し
め
根
拠
づ
 け
 る
こ
と
を
 

通
じ
て
保
持
さ
れ
る
自
己
同
一
性
と
し
て
存
在
論
的
に
一
切
の
 個
物
に
先
 

付
 し
、
同
時
に
存
在
的
に
は
 各
 攻
の
個
物
に
お
い
て
そ
の
相
異
 性
 の
う
ち
 

に
 現
れ
る
と
い
う
こ
と
，
宇
宙
の
 一
と
 万
物
の
多
の
相
互
制
約
 関
係
に
お
 

け
る
こ
の
存
在
論
的
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
と
 万
 物
の
多
を
 

媒
介
す
る
宇
宙
の
在
り
方
が
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
 、
 
「
偶
然
性
 

（
 
n
o
 
コ
 （
 
@
 
コ
堺
コ
 （
 
@
p
 
）
」
被
造
物
は
そ
の
制
約
関
係
を
 、
神
か
 ら
で
は
な
 

く
そ
れ
自
体
の
本
来
的
な
在
り
方
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
偶
然
的
 に
 得
て
い
 

る
と
い
う
こ
と
（
四
十
八
頁
）
の
概
念
も
絶
対
の
相
等
性
 
 
 

神
の
存
在
分
与
の
端
的
に
有
限
な
受
け
入
れ
 即
 被
造
物
の
存
在
 の
 成
立
、
 

即
ち
 、
 神
の
絶
対
の
 一
 が
自
己
以
外
の
他
の
一
切
の
物
と
の
 対
 立
 関
係
の
 

う
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
存
在
へ
と
至
る
と
い
う
被
造
物
の
有
限
 な
 在
り
方
 

に
 必
然
的
に
伴
 う
 事
態
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
 の
 二
点
の
 

究
明
か
ら
我
々
は
、
「
 縮
限
 」
の
概
念
を
ょ
り
精
確
に
把
握
で
 ぎ
る
と
 思
 

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
「
世
界
の
外
 か
 ら
と
、
 世
 

界
の
内
か
ら
と
い
う
二
重
の
視
点
が
含
ま
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
 が
 重
な
り
 

合
っ
て
世
界
の
無
限
性
を
思
惟
す
あ
土
用
が
形
成
さ
れ
て
い
る
 」
 
ゴ
二
 

五
頁
）
と
い
う
薗
田
論
文
の
結
論
を
更
に
存
在
論
的
側
面
か
ら
  
 

神
の
岳
 限
 の
 一
 性
の
 他
 性
と
し
て
世
界
は
ど
こ
ま
で
も
神
の
内
 に
 在
り
、
 

 
 

同
時
に
世
界
の
 一
 性
は
各
々
の
個
物
に
お
い
て
そ
の
相
異
性
の
 

 
 

る
と
い
了
三
Ⅱ
の
視
点
の
重
な
り
合
い
と
し
て
の
世
界
の
在
り
 方
か
ら
 照
仰
 

 
 

射
 で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
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目
鞄
ゅ
蛭
跨
布
 

№
 
糾
瑚
れ
 

唯
ぬ
 
牡
 
Ⅱ
Ⅱ
 
に
 
第
二
、
 

(456)@ 148 



下
ト
 

Ⅰ
 

ム
ヌ
 

圭
ヤ
 

0
 第
四
五
回
学
術
大
会
開
催
 

日
本
宗
教
学
会
第
四
五
回
学
術
大
会
は
九
月
一
三
日
（
土
）
 @
 一
五
 

日
 
（
月
）
に
か
け
て
、
京
都
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
で
開
 催
さ
 

ね
 、
五
三
二
人
の
参
加
者
、
二
七
 0
 人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
 

な
 

お
 、
公
開
講
演
、
研
究
発
表
要
旨
は
、
本
誌
次
号
（
大
会
紀
要
 ロ
耳
 
@
 
）
 ト
ト
 

掲
載
さ
れ
る
。
 

九
月
二
二
日
（
土
）
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
二
時
 ｜ 一
四
時
 

「
 ゐ
 本
数
研
究
」
編
集
委
員
会
一
四
時
二
一
 0 分
｜
 一
五
時
二
一
 
0
 分
 

研
究
発
表
九
時
二
 0
 分
｜
 一
二
時
、
一
三
時
 
｜
 一
五
時
二
 0
 

公
開
講
演
会
一
五
時
 ｜
一
セ
時
三
 0
 分
 

 
 

平
井
直
属
 氏
 
（
国
学
院
大
学
教
授
）
 

「
出
雲
国
造
の
火
継
ぎ
神
事
 
｜
 そ
の
展
開
と
変
容
 ｜
 」
 

武
内
義
範
 氏
 
（
愛
知
学
院
大
学
教
授
）
 

「
究
極
的
関
心
に
つ
い
て
」
 

理
事
会
一
八
時
 ｜
二
 0
 時
 

九
月
一
四
日
（
日
）
 

開
会
式
九
時
 ｜
 九
時
二
 0
 分
 

評
議
員
会
一
二
時
 ｜
一
 三
時
 

記
念
撮
影
一
五
時
三
 0
 分
｜
一
 
-
 
八
時
 

会
員
総
会
一
六
時
二
 0
 分
｜
 一
七
時
 

懇
親
会
一
八
時
 
｜
二
 0
 時
 

竹
村
牧
馬
 氏
 
（
三
重
大
学
助
教
授
）
「
大
乗
起
信
論
議
親
ヒ
 

山
 仝
 
骨
 

房
 仏
書
林
昭
和
六
 0
 
年
 

（
推
薦
理
由
）
 

本
書
は
、
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
を
解
明
し
た
名
著
と
し
て
 中
 国
 

日
本
の
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
日
大
乗
起
信
論
」
を
 解
 誌
 し
、
 

詳
細
な
解
説
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
雑
誌
「
大
乗
蝉
口
に
連
 載
 さ
れ
 

た
も
の
を
纏
め
た
著
作
で
、
少
な
く
と
も
当
初
は
啓
蒙
的
性
格
 を
も
っ
 

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 

二
 5
 
三
年
間
に
わ
た
っ
て
連
載
を
重
ね
 
る
中
 

）
 

 
 

 
 
 
 

に
 、
学
問
的
に
深
ま
り
、
単
な
る
解
説
書
の
域
を
脱
し
て
い
る
  
 

「
大
乗
起
信
論
 ヒ
は
 
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
論
文
 
 
 

宛
書
・
入
門
書
な
ど
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
注
目
す
べ
 き
 研
究
 

九
月
一
五
日
（
月
）
 

研
究
発
表
九
時
 ｜
 一
二
時
、
一
三
時
 
｜
 一
七
時
二
 0
 分
 

「
宗
教
研
究
 ヒ
 編
集
委
員
会
一
二
時
 ｜
一
 三
時
 

0
 学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
昭
和
六
一
年
九
月
十
三
日
（
土
）
一
二
時
 

場
所
京
都
大
学
文
学
部
長
室
 

出
席
者
赤
池
憲
昭
、
上
田
賢
治
、
金
井
新
三
、
土
屋
 
博
 、
 長
 谷
 正
当
 

前
田
専
掌
、
山
折
哲
雄
 

議
題
 

一
 、
昭
和
六
一
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
候
補
作
品
の
審
査
 

審
査
の
結
果
、
本
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
賞
（
第
二
一
回
）
 候
 

補
 と
し
て
、
次
の
二
氏
の
業
績
を
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
  
 



月
水
昭
男
氏
（
立
教
大
学
助
教
授
）
 

ぎ
驚
あ
 霊
ぎ
 S
 ぬ
釜
へ
ぎ
 
 
 

～
 
ぬ
，
 
b
 ミ
 ㏄
心
い
 
n
 
 
（
 
木
 ～
。
も
 

，
ゃ
ミ
 

）
 ぎ
 
"
 ～
～
㏄
ミ
ノ
 
へ
 
ぬ
 め
 
o
p
o
 
～
。
。
。
。
～
 

e
n
 

（
 
卜
 -
 
（
の
Ⅰ
 
0
 「
 -
 
の
 コ
ヰ
 仁
 二
ロ
 下
 -
t
 

の
の
円
の
の
 

什
ゆ
 
目
 
@
 。
 コ
庁
 ㏄ り
 コ
色
 い
ト
 
の
）
 

書
 と
し
て
は
、
柏
木
弘
 雄
著
 
「
大
乗
起
信
論
の
研
究
」
が
あ
り
 
、
解
説
 

書
 と
し
て
は
 武
邑
 南
部
署
「
大
乗
起
信
論
講
読
」
、
平
川
 彰
著
 
ロ
大
乗
 

起
信
論
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
が
 、
本
書
 

の
 著
者
も
 、
 単
に
原
文
に
従
っ
て
解
説
し
て
い
る
の
で
は
な
 
く
て
、
 

「
大
乗
起
信
論
 ヒ
 に
あ
る
重
要
な
語
句
や
そ
れ
に
関
す
る
思
想
に
  
 

て
 、
従
来
の
研
究
や
注
釈
書
は
勿
論
の
こ
と
、
イ
ン
ド
・
中
国
 に
お
 け
 

る
 経
典
・
論
書
の
中
に
そ
の
つ
な
が
り
を
求
め
、
こ
れ
ま
で
の
 諾
 見
解
 

を
 丹
念
仁
吟
味
し
つ
つ
、
斬
新
に
し
て
独
自
の
見
解
を
展
開
し
 、
著
者
 

の
 仏
教
の
理
解
の
深
さ
を
随
所
に
示
し
て
い
る
。
 

全
体
的
に
み
る
と
、
著
者
の
唯
識
思
想
に
関
す
る
学
殖
を
反
映
 し
て
、
 

従
来
の
「
大
乗
起
信
論
」
解
釈
に
比
し
て
、
個
々
の
問
題
に
っ
 い
て
 唯
 

識
 思
想
と
の
対
比
が
 、
 ょ
り
深
く
十
全
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
 こ
ろ
に
 

本
書
の
特
色
が
あ
る
。
し
か
も
著
者
が
「
大
乗
起
信
論
」
の
 個
 々
の
 教
 

理
が
 、
菩
提
 流
 支
の
訳
出
し
た
口
金
剛
般
若
経
論
」
な
ど
の
 話
 経
論
と
 

関
係
が
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
る
の
は
（
例
え
ば
 二
三
 セ
 

｜
 二
四
 0
 頁
 、
三
七
三
 @
 三
七
六
頁
）
、
著
者
の
新
し
い
発
見
で
 
あ
る
。
 

以
上
、
本
書
は
若
い
学
生
 仁
 と
っ
て
 好
 箇
の
解
説
書
で
あ
る
ば
  
 

で
は
な
く
、
「
大
乗
起
信
論
 目
 研
究
と
し
て
の
充
分
な
業
績
 窒
 小
 し
て
 

い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
昭
和
六
一
年
度
の
日
本
ゐ
 
不
教
学
 

ム
 
石
質
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
推
薦
す
る
。
 

ノ
 Ⅰ
の
「
 

-
N
 
㏄
口
口
 ヰ
 
N
o
 
コ
 %
 げ
 目
の
「
 

り
 ）
 
ハ
 
n
@
 

「
 抹
げ
ぺ
 
の
 -
 
ひ
の
 
Ⅱ
）
の
㏄
一
切
 

 
 

1
5
 

（
推
薦
理
由
）
 

 
 

層
ぞ
絹
 

（
「
死
者
供
養
」
、
「
死
者
に
対
す
る
供
物
」
な
ど
と
訳
し
分
  
 

る
 」
の
諸
相
を
原
資
料
に
そ
く
し
て
解
明
し
、
そ
こ
に
現
わ
れ
 た
 宗
教
 

思
想
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

死
及
び
死
者
に
対
す
る
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
人
の
考
え
方
に
つ
 い
て
 

は
 、
従
来
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
 死
 後
の
審
 

判
や
死
 と
再
生
と
い
う
主
題
に
着
目
し
た
い
く
つ
か
の
有
力
な
 学
説
が
 

提
起
さ
れ
て
ぎ
た
が
、
月
水
底
 は
 、
ア
ッ
カ
ド
 語
 そ
の
他
古
代
 斗
 
Ⅰ
Ⅱ
 
ソ
エ
 

ソ
ト
 諸
言
語
の
知
識
を
駆
使
し
て
そ
れ
ら
を
新
し
い
角
度
か
ら
 再
検
討
 

し
 、
幾
多
の
修
正
を
加
え
つ
つ
独
自
の
見
解
を
導
き
出
し
て
い
 る
 。
 氏
 

キ
ス
 

に
 よ
ね
。
 
ぼ
 、
 杏
 名
目
ョ
 
0
 社
会
的
機
能
が
 、
 死
を
め
ぐ
る
 個
 々
の
 人
 

の
 感
覚
と
合
わ
せ
て
考
察
さ
れ
る
時
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
 人
 ほ
、
死
 

後
の
葬
礼
と
供
養
を
伴
い
 う
る
 限
り
で
の
み
、
人
間
の
自
然
死
 を
あ
り
 

の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
で
 は
、
死
 

者
に
対
す
る
人
間
の
感
情
と
し
て
は
、
忌
避
よ
り
も
む
し
ろ
 愛
 惜
の
方
 

が
 積
極
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
問
題
を
と
り
あ
げ
た
研
究
は
、
世
界
的
に
見
て
も
 数
少
 

な
い
が
、
必
ず
し
も
特
殊
な
も
の
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
 

こ
の
 研
 

究
の
成
果
が
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
学
的
問
題
へ
と
展
開
し
 て
い
く
 

可
能
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
論
述
を
貫
く
方
法
は
、
文
献
資
料
 を
 広
く
 

探
索
し
、
テ
キ
ス
ト
を
綿
密
に
分
析
し
た
上
で
、
は
じ
め
て
そ
 の
 結
果
 



を
 総
合
す
る
と
い
う
正
統
的
な
歴
史
学
の
方
法
を
と
っ
て
お
り
 

、
き
わ
 

め
て
堅
実
で
あ
る
。
論
旨
も
明
快
か
つ
説
得
的
で
あ
る
と
思
わ
 

 
 

以
上
の
理
由
か
ら
、
こ
の
業
績
が
日
本
宗
教
学
会
賞
受
賞
の
諸
 

条
件
 

を
 十
分
に
み
た
し
て
い
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
推
薦
す
る
次
第
で
 

 
 

以
上
の
判
断
か
ら
、
右
記
の
二
点
を
昭
和
六
一
年
度
日
本
宗
教
 

学
 

金
賞
に
ふ
さ
わ
し
い
業
績
と
し
て
推
薦
す
る
。
 

（
審
査
委
員
）
赤
池
憲
明
（
 

長
 ）
、
上
田
賢
治
、
金
井
新
 

三
 
、
土
 
昼
 

博
 、
長
谷
正
当
、
前
田
専
 

里
 、
山
折
哲
雄
 

0
 「
宗
教
研
究
 

L
 編
集
委
員
会
 

日
時
（
第
一
回
）
昭
和
六
一
年
九
月
一
三
日
（
土
）
一
六
 

時
半
 

（
第
二
回
）
昭
和
一
八
一
年
九
月
一
五
日
（
月
）
一
二
時
 

場
所
京
都
大
学
文
学
部
長
室
 

 
 

 
 

一
一
回
の
み
）
、
金
井
新
一
一
、
 

ヤ
ソ
 
・
 
ス
イ
 
ン
 ゲ
ド
 
日
田
島
 

照
久
（
第
二
回
の
み
）
、
鶴
岡
 

賀
雄
 
、
華
 
園
聴
麿
 
、
保
坂
 
幸
 

博
 （
第
一
回
の
み
）
、
細
谷
日
日
仝
 

心
 

議
題
 

一
 
、
ニ
セ
二
号
編
集
方
針
 

一
 
、
旧
新
編
集
委
員
の
交
代
 

な
っ
た
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
六
一
年
九
月
二
二
日
（
土
）
午
後
六
時
 

場
所
東
大
会
館
 
二
 0
 一
号
室
 

出
席
者
赤
池
憲
昭
、
安
斎
 伸 、
 井
門
富
 二
夫
、
池
田
昭
、
 

池
田
末
利
、
石
田
充
文
、
石
田
慶
和
、
上
田
賢
治
、
 

上
田
 閑
照
 、
 雲
藤
 義
道
、
大
室
 顕
 、
大
屋
憲
一
、
 

岡
田
重
晴
、
小
野
泰
博
、
海
辺
忠
治
、
金
井
新
 三
 、
 

鎌
田
純
一
、
楠
山
春
樹
、
窪
 徳
忠
 、
小
山
雷
丸
、
 

坂
井
信
士
、
坂
本
 弘
 、
 佳
 木
秋
夫
、
桜
井
秀
雄
、
 

桜
井
徳
太
郎
、
高
崎
直
道
、
竹
内
緒
 見
 、
竹
中
信
 常
 、
 

田
中
英
三
、
田
九
徳
 善
 、
土
屋
 博
 、
中
川
 秀
恭
 、
 

中
野
 幡
能
 、
中
村
慶
治
郎
、
野
村
湯
漬
、
橋
本
芳
契
、
 

長
谷
正
当
、
華
 園
聴
麿
 、
早
鳥
銃
 正
 、
平
井
直
属
、
 

藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
知
 己
 、
前
田
恵
里
、
 

校
長
吉
慶
、
真
野
 龍
海
 、
柳
川
啓
一
、
山
折
哲
雄
、
 

山
形
孝
夫
、
幸
日
出
男
、
脇
本
手
 也
 、
渡
辺
 宝
陽
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
 

金
井
常
務
理
事
よ
り
昭
和
六
 0
 年
度
の
庶
務
報
告
が
な
さ
れ
、
 

承
 

誌
 さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
 

金
井
常
務
理
事
よ
り
昭
和
六
 0
 
年
度
の
収
支
決
算
報
告
と
昭
和
 -
"
 

一
年
度
の
予
算
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
（
別
記
参
照
）
 

 
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

 
 

井
門
 選
挙
管
理
委
員
長
よ
り
、
会
長
選
挙
の
経
過
な
ら
び
に
 結
 
 
 

ほ
 つ
い
て
報
土
ロ
 ど
 
T
 あ
っ
た
。
 

5
1
 

 
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
に
つ
い
て
 



赤
池
憲
昭
選
考
委
員
長
よ
り
、
審
査
結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
 承
 譲
咄
 

さ
れ
た
。
（
別
記
参
照
）
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
 一
 0 名
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

本
年
度
は
、
 民
秋
 寛
太
郎
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
デ
ュ
 モ
 リ
ン
の
 両
 

氏
を
名
誉
会
員
に
推
薦
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
 

東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

0
 評
註
貝
金
 

日
時
昭
和
六
一
年
九
月
一
二
一
日
（
土
）
午
後
 
0
 時
 

場
所
京
都
大
学
教
養
部
 A 号
館
二
 二
二
教
室
 

出
席
者
九
一
名
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
（
 井
門
 選
挙
管
理
委
員
長
）
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
に
つ
い
て
（
赤
池
憲
昭
学
会
賞
選
考
委
員
 長
 ）
 

一
 、
会
費
改
訂
の
件
 

田
丸
会
長
か
ら
、
四
月
一
九
日
（
土
）
理
事
会
の
決
定
（
詳
細
 は
 

ヱ
本
数
研
究
 ヒ
 二
六
八
号
会
報
を
参
照
の
こ
と
）
に
 塞
 い
て
、
 来
 

る
 六
二
年
度
か
ら
会
費
の
改
訂
を
行
い
た
い
旨
の
提
案
が
な
 
さ
 

ね
 、
審
議
の
結
果
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
（
田
丸
 徳
善
 会
長
）
 

O
 総
会
 

日
時
昭
和
六
一
年
九
月
一
四
日
（
日
）
午
後
四
時
 

場
所
京
都
大
学
教
養
部
・
 E
 号
館
 一
一
番
教
室
 

出
席
者
大
会
参
加
者
は
三
八
九
名
、
定
足
数
一
二
七
名
、
出
 
席
 者
一
 

六
三
名
、
よ
っ
て
総
会
は
成
立
し
た
。
 

議
題
 

一
 、
議
長
選
出
上
田
 閑
照
 氏
を
選
出
 

一
 、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
長
選
出
井
 門
 選
挙
管
理
委
員
長
に
よ
る
会
長
選
挙
の
 結
果
 

の
 報
告
に
も
と
づ
 き
 、
脇
本
千
世
氏
を
次
期
会
長
に
選
出
し
た
  
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
 

赤
池
憲
昭
学
会
賞
選
考
委
員
長
の
説
明
の
後
、
竹
村
敏
男
、
月
 本
 

昭
男
の
両
氏
に
対
す
る
第
二
一
回
日
本
宗
教
学
会
賞
の
授
与
が
 会
 

長
に
よ
 り
な
さ
れ
た
。
 

一
 、
会
費
改
訂
の
件
（
 田
 九
会
長
）
 

理
事
会
お
よ
び
評
議
員
会
の
議
に
基
 き
 、
六
二
年
度
か
ら
の
会
 費
 

改
訂
が
提
案
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
 

東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
会
長
か
ら
報
告
さ
れ
、
 承
  
 

さ
れ
た
。
 

0
 新
入
会
員
（
九
月
一
三
日
承
認
 分
 ）
 

上
田
 
愉
 美
子
 
龍
各
 大
学
大
学
院
㈹
京
都
市
伏
見
区
 竹
 田
久
保
 

町
セ
 0
1
 
一
久
保
町
小
堀
 マ
ソ
シ
，
ソ
五
 0
 六
号
 

(460)  152 

Kenta
長方形



加
藤
利
生
 
龍
 谷
大
学
大
学
院
㎝
京
都
市
伏
見
区
深
草
 日
浦
町
 

二
 １
元
 0
 コ
ー
ポ
西
浦
 
四
 １
 %
 

小
島
破
瓜
愛
知
学
院
大
学
大
学
院
 
朋
 

名
古
屋
市
名
 東
 区
 平
和
 

ケ
 正
三
 ｜
一
 三
平
和
 
ケ
丘
 住
宅
一
１
人
 0
 四
 

佐
藤
正
 伸
 
高
野
山
大
学
大
学
院
㈱
 ｜
 ㏄
和
歌
山
県
伊
 都
 高
野
 

小
南
昌
院
内
 

ウ
ヱ
一
 
カ
ダ
・
シ
リ
ニ
％
ー
サ
愛
知
学
院
大
学
大
学
院
 

目
 

名
吉
 

量
 市
中
川
区
前
田
西
町
一
１
元
 0
 四
 

諏
訪
義
純
愛
知
学
院
大
学
教
授
 
鑑
 

愛
知
県
海
部
郡
 佐
 織
町
諏
 

訪
 

浜
島
 
英
 彦
立
正
大
学
非
常
勤
講
師
 
畑
１
 ㎝
熊
谷
市
 万
 青
 一
 セ
 

0
0
 立
正
大
学
日
蓮
宗
熊
谷
学
寮
 

康
孝
 寿 
愛
知
学
院
大
学
大
学
院
 
臨
 

小
牧
市
多
気
高
 町
 八
十
 

番
 

藤
本
晃
 
龍
 谷
大
学
大
学
院
℡
京
都
市
伏
見
区
深
草
 ヲ
カ
ヤ
 

虹
二
三
ー
 二
 

源
 

宣
子
上
智
大
学
聴
講
生
Ⅲ
川
崎
市
幸
区
北
加
瀬
 
五
一
一
 

｜
一
 0
 工
ハ
 0
 
一
 

O
 訃
報
 

日
本
宗
教
学
会
元
会
長
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
愛
知
学
院
大
 
学
教
 

授
 、
小
口
佳
一
先
生
は
、
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
五
日
逝
去
さ
 れ
ま
し
 

た
 。
享
年
七
六
歳
。
こ
こ
に
 謹
 し
ん
で
御
冥
福
を
お
祈
り
い
た
 
し
ま
 

す
 。
 

0
 お
知
ら
せ
 

日
本
宗
教
学
会
第
四
六
回
学
術
大
会
 は
 、
左
記
の
日
程
に
て
開
 

催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

日
時
 -
 昭
和
六
二
年
九
月
一
六
日
（
水
）
 
@
 一
八
日
（
金
）
 

開
催
 校
 -
 立
教
大
学
 

153@ (461) 
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昭和 60 年度 日本宗教学会収支決算報告 

Ⅹ ( ) 内は昭和 60 年度の予算案の 金額 

く 収入 ノ く 支出 ノ 
会費 6,272,416 (6,4 ㎝， 000) 会話直接刊行賞 5,043,000 (4,500 ， 000) 

賛助会費 940,000  (  970,000)  金諾発送 費 500,120  (  500,000) 

会誌 売上金 46,150  (  r00,00 の 編集諸費 414,607@ C@ 300,000) 

第 44 回大会参加費 884,000  (  ㏄ 0, ㎝ 0)  第 44 回大会費用 8 ㏄， 000  (  800 ， 000) 

出版助成金 1,130 ， 000  (1,130 ， 000)  日本宗教学会賞賞金 100 ，㏄ 0  (  100 ， 000) 
岸本・諸声   学会賞諸費 34,870@ (@ 30,000) 

石津・ 堀 基金利子 102,119  (115,000)  選挙関係費 360,330@ (@ 350,000) 
預金利子 181,823  (200,000)  会合 費 326,086@ (@ 300,000) 

前年度繰越金 3,393,200  (3,393,200)  通信連絡 費 359,430@ (@ 450,000) 

事務用品 費 433,276@ (@ 450,000) 

印刷費 455,000 ( 400,0 ㏄ ) 

本部 費 1,771,500@ (1,800,000) 

関係学会費 158,495@ (@ 150,000) 

国有財産借料 20.662 ( 30 ，㎜ ) 

名簿作成準備 費 827,000  (  8 ㏄， 000) 
次年度繰越金 1,345,332  (2,338 。 200) 

H ・ 12,949,708@ (13,298,200) 計 12,949,708 (13,298, ㏄ 0) 

昭和 61 年度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 ノ く 支出 ノ 
会費 6,300,000 会話直接刊行 費 5,100 ， 000 

賛助会費 940 ，㎝ 0 金諾発送 費 510,000 
合議売上金 50.0 ㏄ 編集諸費 400,000 

第 45 回大会参加費 1,000 ， 000 第 45 回大会費用 1,200 ， 000 
岸本・諸声   日本宗教学会賞賞金 100 ， 000 

石津・ 堀 基金利子 110,000 学会賞諸費 30,000 

預金利子 180,000 選挙関係費 300,000 

前年度繰越金 1,345,332 会合 費 300,000 

一時借入金 1,405,6 ㏄ 通信連絡 費 350,000 

事務用品 費 4 ㏄， 000 

印刷費 400,0 ㏄ 

木部 費 ㍉㏄ 0 ， 000 

関係学会費 160,000 

国有財産借料 2 。 ， 。 。 。 

会員名簿作成準備 費 400 ．㎝ 0 

計 11,331,000 g ， f ・ 11,331,000 

(462)@ 154 



田 筆者安達 山下 門馬 小山 阿波 三 り 星川 高島 小林 ぬ 
義 紀   

（
執
筆
順
）
 

九
州
大
学
助
手
 

八
代
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
 

東
京
大
学
大
学
院
 

図
書
館
情
報
大
学
助
手
 

東
海
大
学
教
授
 

東
洋
大
学
教
授
 

早
稲
田
大
学
教
授
 

駒
沢
大
学
非
常
勤
講
師
 

芦
屋
大
学
助
教
授
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PLUTARCH'S VIEW OF GOD 

-'ON THE "E" A T  DELPHI'- 

Toshio Mikoda 

ABSTRACT: Plutarch (ca. 46-120 C. E.) is counted among the 
pioneers of Middle-Platonism or Neo-Platonism. His works, however, 
cover such a wide range of subject matter that he has not been 
highly evaluated a s  a thinker. For example, his 'On the E a t  Delphi' 
one of his "Putian Dialogues7'-indicates his wide breadth of knowl- 
edge concerning contemporary philosophy and religions, but a t  the 
same time, one can perceive that he was also making use of his 
philosophic training here in order to advance beyond the traditional 
Delphian Theology and establish a kind of "theology of religion." 

This attempt involved an application of Platonistic transcendentalism 
to the Apollo of Delphi. In this process he uses such concepts and 
attributes as  "the one," "the eternal," and "the unborn and undying," 
but his intent is particularly well displayed in his interpretation of 
"E" as  "You are." In turn, this can be viewed as a preparatory 
step on the way to the Christian view of God which developed in the 
same and subsequent periods. 



PRAYER AS SPEECH ACT 
-From the Perspectives of Schute, Wittgenstein and Austin- 

Keiji Hosikawa 

ABSTRACT: This essay aims a t  a discussion on Christian prayer from 

a viewpoint not often adopted in Japan, namely a viewpoint based on 

the perspectives of such analytical philosophers and philosophers of 

religion as  L. Wittgenstein, J. L. Austin, J. R. Searle, D. D. Evans, 

and the phenomenologist A. Schutz. The position advanced here attem- 

pts to view prayer as an activity to form a certain reality, which 

Christians can subjectively enter into and live in, as  an enclave within 

the world of everyday life. This activity is carried out through per- 

formative and self-involving language-games which abide by certain 

Christian rules for expressing praise, confession, thanksgiving, petition 

and intercession. 

The essay's develoment is as  follows : (1)General survey of the under- 

standing of the nature of prayer and the personlity of God upon which 

it is premised, @)Discussion on the process by which the place of prayer 

is set apart as  a process in which prayer singles out a certain reality 

from the world of everyday life, (3)Understanding of prayer as  "a kind 

of system of language-games" based on the fact of an intimate relation 

between reality and language, (4) Discussion on the particularly imp- 

ortant aspects of prayer a s  "performative utterance" and "self-involving 

activity". 



The systems of upiiya and iaktipiita in Kashmir ~ a i v i s m  

Jun Takashima 

ABSTRACT: This paper investigates the soteriological system of 
Kashmir Saivism according to TantrZloka of the great Hindu philoso- 

pher Abhinavagupta. First, we look into its theory of bondage of soul 
(Pciia=mala), comparing it with that of Saivasiddhanta school. Secondly, 

we analize the system of four upcya, methods of salvation. This system 

is mainly constituted by various methods of self-salvation such as  yogic 
meditation etc. but it contains also various rituals, especially initiation 
rituals (diksci), which are methods of salvation by divine grace. And 
the choice among these methods by a disciple depends on the degree 

of the penetration of the power of divine grace (iaktipZta), and we 

can see that the notion of bhakti (which is the manifestation of divine 

grace) plays an important role in salvation. In this fashion, Kashmir 

Saivism offers a synthetic system of salvation methods, which serves 
not only for 'virtuosos' who practice mystical technics but also for 

ordinary bhZkEas who rest as  householders. 



Sur les critiques de Gabeiel Marcel 

A propos de ((la preuve de I'existence de Dieu)) 

Kei Kobayashi 

ABSTRACT: Le sujet de cet essai est un recherche sur les express 
ions des attitudes critiques de Gabriel Marcel, A 1'Cgard de l'idCe de 
(la preuve de I'existence de Dieu)) scolastique, comme une partie des 
etudes successives pour Cclaircir les caractitres fondamentaux de ses 
pensees religieuses. 

Dans les annkes 1920, Marcel, qui n'avait pas CtC originellement 
un chrktien, a fait une conversion religieuse en creusant profondement 
ses recherches philosophiques, et il est finalement devenu un membre 

de 1'Eglise Catholique. Cette Cpoque Ctait aussi une pCriode de grande 

florisation des pens6es de n6o-scolasticisme, une sQie des efforts pour 
rCtablir la philosophie de Saint Thomas dlAquin. SituCe en dimension 
existentielle, la pensbe de Marcel ne s'accordait pas fondamentalement 
avec la tendance rationnelle de ce nCo-scolasticisme. Mais cela ne 
revient pas B dire qu'il ait entierement refus6 la tradition scolastique, 
h i ,  qui Ctait A la fois un philosophe e t  un croyant de catholique. 

D'aprits sa pensCe fondCe sur la distinction stricte de ((problitme)) que 
la connaissance objective regarde e t  de ((mCta-problEme)), ou {mysti.re)), 
qui est insCparable de la personnalit6 subjective ou intersubjective, 
Dieu comme ({Toi absolu)) mb.taproblCmatique, dans une communion 
de ( i e  e t  tu)) oh Dieu rCvPle A ((moi)) terrestre et ((je)) crois en Dieu, 
ne peut pas &re trait6 comme un (problitme)) prouvable. Marcel 
estime cependant la thCorie de cette ((preuve)) scolastique en tant 
qu'elle est interpr6tCe sous le but de (tCmoigner)) personnellement de 
la foi aux non-croyants. Mais il critique que la mCthode rationnelle 
de cette {(preuve)), essentiellement dans la relation de {{je et il)), ne 
peut pas satisfaire ce but de (tbmoignage)) dans la relation de ((je et 

tu)), dont la dimension ontologique en est diffCrente, % travers la 

situation existentielle. 

Etudiant ses rCflexions critiques qui tiennent compte de la th6010gie 



naturelle de Saint Thomas principalement et de ce qu'on appelle 
((argument ontologique)) de Saint Anselme ensemble, et les explorant 
selon le contexte de developpement total de ses pensCes, nous voulons 

voir dans cet essai une valeur philosophique religieuse de la liaison 
entre sa rCflexion existentielle et la foi chrCtienne A la RCv6lation 
elle-meme. 



Sur les critiques de Gabeiel Marcel 

A propos de ((la preuve de I'existence de Dieu)) 

Kei Kobayashi 

ABSTRACT: Le sujet de cet essai est un recherche sur les express 
ions des attitudes critiques de Gabriel Marcel, A 1'Cgard de l'idCe de 
(la preuve de I'existence de Dieu)) scolastique, comme une partie des 
etudes successives pour Cclaircir les caractitres fondamentaux de ses 
pensees religieuses. 

Dans les annkes 1920, Marcel, qui n'avait pas CtC originellement 
un chrktien, a fait une conversion religieuse en creusant profondement 
ses recherches philosophiques, et il est finalement devenu un membre 

de 1'Eglise Catholique. Cette Cpoque Ctait aussi une pCriode de grande 

florisation des pens6es de n6o-scolasticisme, une sQie des efforts pour 
rCtablir la philosophie de Saint Thomas dlAquin. SituCe en dimension 
existentielle, la pensbe de Marcel ne s'accordait pas fondamentalement 
avec la tendance rationnelle de ce nCo-scolasticisme. Mais cela ne 
revient pas B dire qu'il ait entierement refus6 la tradition scolastique, 
h i ,  qui Ctait A la fois un philosophe e t  un croyant de catholique. 

D'aprits sa pensCe fondCe sur la distinction stricte de ((problitme)) que 
la connaissance objective regarde e t  de ((mCta-problEme)), ou {mysti.re)), 
qui est insCparable de la personnalit6 subjective ou intersubjective, 
Dieu comme ({Toi absolu)) mb.taproblCmatique, dans une communion 
de ( i e  e t  tu)) oh Dieu rCvPle A ((moi)) terrestre et ((je)) crois en Dieu, 
ne peut pas &re trait6 comme un (problitme)) prouvable. Marcel 
estime cependant la thCorie de cette ((preuve)) scolastique en tant 
qu'elle est interpr6tCe sous le but de (tCmoigner)) personnellement de 
la foi aux non-croyants. Mais il critique que la mCthode rationnelle 
de cette {(preuve)), essentiellement dans la relation de {{je et il)), ne 
peut pas satisfaire ce but de (tbmoignage)) dans la relation de ((je et 

tu)), dont la dimension ontologique en est diffCrente, % travers la 

situation existentielle. 

Etudiant ses rCflexions critiques qui tiennent compte de la th6010gie 



naturelle de Saint Thomas principalement et de ce qu'on appelle 
((argument ontologique)) de Saint Anselme ensemble, et les explorant 
selon le contexte de developpement total de ses pensCes, nous voulons 

voir dans cet essai une valeur philosophique religieuse de la liaison 
entre sa rCflexion existentielle et la foi chrCtienne A la RCv6lation 
elle-meme. 



New Religious Movements in Okinawa 

-A Case Study of "Seitenko shinmeigiiV- 

Yoshihiro Adachi 

ABSTRACT: In Okinawa several new religious movements have 
been developing which can be considered to be derived from Okina- 
wan traditional shamanistic religions. 

In this article we will take up "Seitenko shinmeigii" as a cask study 
of such sort of Okinawan new religious movements. Through detail 
studies of the sacred scripture by its founder, we would like to find 
out the religious cosmology of "Seitenko shinmeigu". 

First, the historical social situation of Okinawa today should be 
clarified so as to interpret her religious orientation and attitude. This 

would enable us to argue that the Okinawan cultural mentarity has 

been projected in her religion. 
Secondly, we will proceed to deal with her concept of gods and 

religious rites in terms of her religious orientation. 

Lastly, we will analyze the principle of "Musubi" which lies in the 
basis and core of her cosmology and color all the elements of the 
cosmology. 




