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.
 

キ
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ガ
ヮ
 



学
 以
前
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
題
に
つ
い
て
 百
 近
く
の
論
 文
を
書
い
て
い
た
。
 

ヱ
 リ
ア
 一
デ
は
 若
く
し
て
 ｜
 。
そ
れ
が
何
歳
の
時
で
あ
っ
 
た
か
を
正
確
に
言
 う
 こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
 
世
 界
は
諸
々
の
意
味
の
 

貯
蔵
庫
で
あ
り
、
我
々
に
は
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
こ
れ
 ら
の
意
味
を
解
読
す
る
こ
と
こ
そ
が
自
分
の
使
命
で
あ
る
 と
 確
信
す
る
よ
う
に
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

固
有
な
自
然
の
死
と
再
生
に
対
す
る
宗
教
的
肯
定
に
 

惹
 か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
農
民
の
世
界
観
は
、
今
日
ま
 

で
 保
持
さ
れ
て
き
て
い
㎝
 

る
も
の
で
あ
る
。
 
ヱ
 リ
ア
 一
デ
 家
の
暮
ら
し
は
十
分
に
 

裕
 福
 で
あ
り
、
フ
カ
レ
ス
ト
に
は
一
軒
の
家
を
構
え
、
 

田
 舎
 に
避
暑
用
の
別
荘
を
 

持
っ
て
い
た
。
三
人
の
子
供
た
ち
は
父
親
の
多
岐
に
わ
 

た
る
蔵
書
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
豊
か
な
教
育
 

が
授
 げ
ら
れ
て
い
た
。
 

第
一
次
世
界
大
戦
中
に
は
、
 

ヱ
 リ
ア
 一
デ
 家
の
住
ま
い
 
が
 ド
イ
ツ
軍
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
た
。
こ
れ
は
彼
の
父
の
 

不
在
中
の
出
来
事
で
あ
 

り
、
 母
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
ド
イ
ッ
に
 

よ
る
祖
国
の
侵
略
と
い
う
こ
と
の
政
治
的
な
意
味
合
い
 

を
 正
し
く
理
解
す
る
に
 

は
 当
時
エ
リ
ア
 
一
デ
 は
ま
だ
 
幼
 す
ぎ
た
。
彼
は
活
動
的
な
 

少
年
で
、
友
だ
ち
や
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
ト
の
仲
間
た
ち
 

と
一
緒
に
過
ご
す
こ
と
 

が
 非
常
に
多
か
っ
た
。
ま
た
彼
は
ピ
ア
ノ
が
上
手
だ
っ
 

た
の
で
、
パ
ー
テ
ィ
ー
や
ダ
ン
ス
の
際
に
は
引
っ
張
り
だ
 

こ
で
あ
っ
た
。
 

エ
リ
ア
 
一
デ
は
 
、
自
分
で
選
択
し
た
も
の
や
、
自
分
の
好
 

み
に
合
っ
た
学
科
に
ば
か
り
興
味
を
示
し
て
、
小
学
校
 

で
も
中
学
校
で
も
 

特
 

に
 目
立
っ
た
生
徒
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
十
三
歳
頃
 

ま
 で
に
は
既
に
、
文
筆
に
対
し
て
特
別
の
才
能
を
発
揮
し
 

て
い
た
 
0
 シ
カ
ゴ
時
代
 

に
あ
る
学
生
が
彼
に
次
の
よ
う
な
質
問
を
し
た
こ
と
が
あ
 

る
 。
「
 ヱ
リ
 ア
ー
デ
先
生
、
私
が
た
っ
た
一
本
の
学
位
 

論
文
を
書
く
の
に
も
 

苦
 

労
し
て
い
る
間
に
、
ど
う
し
て
あ
な
た
は
そ
ん
な
に
 

多
 く
の
本
を
書
い
て
お
し
ま
い
に
な
れ
る
の
で
す
か
。
」
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
 
、
 書
こ
う
 

と
し
続
け
る
こ
と
を
そ
の
学
生
に
強
く
奨
め
る
だ
け
で
 

あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
の
考
え
で
は
「
最
初
の
一
万
 

語
 が
最
も
困
難
で
あ
る
 

が
 、
そ
の
後
は
と
に
か
く
、
あ
な
た
も
う
ま
く
書
 

き
続
 け
ら
れ
る
 
よ
う
 に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
彼
自
身
は
 

、
既
 に
 ブ
カ
レ
ス
ト
大
学
入
 



; ルチア・エリア  
  

 

 
 

貢
献
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
 

@
 
ア
 
@
 
テ
 

ず
 、
実
在
に
対
す
る
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
 

は
 、
宗
教
学
 
に
関
す
る
著
作
に
お
け
る
「
聖
な
る
も
の
」
及
び
文
学
 

作
 品
 に
お
け
る
「
 

愛
 」
と
 

い
 至
ら
の
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
明
確
に
表
 

現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
 

彼
は
こ
の
二
つ
の
 

カ
テ
 

実
践
１
１
す
な
わ
ち
時
間
と
空
間
の
世
界
に
巻
き
込
ま
 

コ
リ
ー
の
間
に
内
的
な
連
関
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
 

れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
の
な
 

い
 不
死
と
自
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

由
 と
を
獲
得
す
る
べ
 

エ
リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
、
学
問
は
そ
れ
自
身
で
価
値
の
あ
 

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
人
間
を
啓
発
し
 

導
 く
 べ
 き
 も
の
で
も
あ
 

 
 

 
 

 
 

く
 、
イ
ン
ド
の
賢
人
た
ち
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
 

ぎ
た
 
古
来
の
技
法
 

1
,
 と
の
両
方
を
と
お
し
て
、
人
間
存
在
に
 

つ
い
て
の
イ
ン
ド
的
 

理
 

想
を
再
発
見
し
、
か
つ
自
ら
体
験
し
ょ
う
と
欲
し
た
の
 

で
あ
る
。
一
九
六
一
年
、
彼
が
シ
カ
ゴ
で
雑
誌
「
宗
教
学
 

」
八
曲
 
沖
 ぎ
心
 
晃
 民
 ぬ
 

～
 
滞
ぎ
じ
 
V
 の
創
刊
に
尽
力
し
た
時
に
も
、
彼
は
同
じ
よ
 

う
 な
情
熱
を
表
わ
し
た
。
彼
は
、
こ
の
雑
誌
が
 

、
 単
に
西
 
浮
め
 
、
も
し
く
は
他
の
 

特
定
地
域
の
感
受
性
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
全
世
界
 

的
な
経
験
と
洞
察
と
に
基
づ
く
「
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
 

ム
 」
の
発
展
に
大
ぎ
く
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と
し
た
も
の
に
つ
い
て
な
に
が
し
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
 る
で
あ
ろ
う
。
顧
み
れ
ば
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
 
な
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 
ま
 

っ
て
い
た
と
信
じ
る
に
足
る
十
分
な
理
由
が
存
在
す
る
。
 

こ
の
使
命
感
が
彼
を
駆
っ
 

冶
金
学
、
民
俗
学
、
神
話
学
、
象
徴
論
、
呪
術
、
エ
ク
 ス
タ
シ
 Ⅰ
古
ホ
教
学
八
車
 の
 

と
に
な
っ
た
。
 
ヱ
リ
 ア
ー
デ
は
、
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
 な
 学
問
す
べ
て
を
駆
使
し
て
 

能
 に
な
る
と
思
っ
て
い
た
。
ゲ
ー
テ
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
 と
 が
こ
の
時
代
の
彼
の
手
本
で
 て

 多
く
の
学
問
自
然
科
学
、
哲
学
、
練
金
術
、
 

日
 降
 。
 キ
 0
 （
Ⅰ
の
 
@
 ざ
巳
 V
 
 
に
従
事
さ
せ
る
こ
 

初
め
て
宇
宙
の
諸
々
の
秘
密
を
顕
に
す
る
こ
と
が
 可
 

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
彼
が
傾
倒
し
ま
た
目
標
 



ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
一
九
三
 0
 年
代
に
は
、
真
摯
な
宗
教
学
者
 、
哲
学
者
、
東
洋
学
音
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
た
。
 ブ
 カ
レ
ス
ト
大
学
で
、
 

か
つ
て
自
分
の
教
師
で
あ
っ
た
 ナ
ヱ
 ・
イ
オ
 不
 ス
コ
の
 助
 手
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
彼
は
小
説
家
及
び
批
評
家
と
 し
て
の
地
位
を
確
立
 

し
 、
さ
ら
に
ル
ー
マ
ニ
ア
文
化
を
確
か
な
も
の
に
す
る
 た
め
に
、
同
時
代
の
市
民
た
ち
の
一
般
的
教
化
に
向
け
て
 貢
献
し
て
い
た
。
そ
し
 

て
 、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
、
彼
は
ル
ー
マ
ニ
ア
の
 文
 化
 担
当
外
交
官
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
 、
 後
に
は
リ
ス
ボ
 ソ
に
 勤
務
し
た
。
 

こ
の
時
代
エ
リ
ア
ー
デ
は
自
ら
を
紛
れ
も
な
く
一
人
の
 め
 ｜
 マ
ニ
ア
 人
 と
し
て
考
え
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
た
め
に
 精
 力
 的
に
働
い
て
い
 

た
 。
な
る
ほ
ど
彼
は
こ
の
時
期
に
イ
ソ
 ド
 の
 ヨ
 ー
ガ
に
 関
 す
る
非
常
に
優
れ
た
博
士
論
文
を
書
い
て
、
そ
れ
が
、
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
 

東
洋
学
者
や
宗
教
学
者
の
注
目
す
る
と
，
」
ろ
と
な
っ
た
 
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ガ
を
熟
知
し
て
い
る
と
い
う
 こ
の
こ
と
を
別
に
す
れ
 

ば
 、
エ
リ
ア
ー
デ
が
、
自
分
が
イ
ン
ド
か
ら
持
ち
帰
っ
た
 と
 感
じ
て
い
た
も
の
は
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
及
び
、
 
バ
 ル
カ
ン
諸
国
の
諸
々
の
 

農
民
文
化
に
共
通
す
る
あ
る
基
層
の
農
民
文
化
が
存
在
 す
る
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
 い
て
、
彼
は
、
バ
ル
カ
 

ン
の
 農
民
文
化
が
ギ
リ
シ
ア
正
教
の
伝
統
と
結
び
付
き
な
 が
ら
も
、
文
明
の
内
か
ら
の
統
一
あ
る
い
は
 再
 統
合
に
 い
か
に
し
て
貢
献
す
る
 

こ
と
が
で
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
バ
ル
 ヵ
 ン
の
 農
民
文
化
の
歴
史
と
意
味
と
を
探
究
し
た
の
で
あ
 る
 。
 

ル
ー
マ
ニ
ア
時
代
 

エ
リ
ア
ー
デ
は
イ
ソ
 
ド
 か
ら
帰
っ
た
後
、
そ
れ
に
続
く
 五
 十
五
年
間
、
す
な
わ
ち
一
九
三
 0
 年
代
初
頭
か
ら
一
九
 八
六
年
の
彼
の
死
に
 
8
 

 
 

 
 

 
 

至
る
ま
で
を
、
宗
教
学
や
他
の
諸
学
問
及
び
文
学
著
作
 活
動
を
と
お
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
 ふ
め
 
唱
導
に
よ
っ
て
 、
 

 
 

全
宇
宙
の
意
味
と
生
の
構
造
と
の
解
読
に
費
や
し
た
。
 顧
 み
れ
ば
、
そ
れ
以
後
の
彼
の
五
十
五
年
 に
 わ
た
る
 人
 生
は
 、
ル
ー
マ
ニ
ア
 暗
 

れ
 

代
 、
パ
リ
時
代
、
シ
カ
ゴ
時
代
と
い
う
三
段
階
に
分
 け
 る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 



， ルチア． エ 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
ブ
カ
レ
ス
ト
大
学
に
お
い
て
、
傑
出
し
た
 講
師
、
才
気
煥
発
な
教
師
で
あ
り
、
ま
た
思
い
遣
り
の
 あ
る
助
言
者
で
も
あ
 

っ
 た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
オ
ネ
ス
コ
 の
 助
手
と
し
て
の
、
大
学
で
正
規
の
担
当
授
業
を
持
た
 な

い
彼
の
地
位
は
不
安
 

定
 で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ル
ー
マ
ニ
ア
王
や
教
授
 た
 ち
の
間
に
、
イ
オ
ネ
ス
コ
が
た
と
え
ば
「
鉄
の
衛
兵
」
 八
 で
 。
 コ
 Q
 泰
乙
 V
 と
い
 

っ
た
 国
家
の
右
翼
分
子
た
ち
に
接
近
し
す
ぎ
て
い
る
と
い
 ぅ
 こ
と
に
対
す
る
嫌
疑
を
か
け
 ろ
 も
の
が
出
て
く
る
 ょ
 う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
 

不
安
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
学
で
教
え
る
 と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
エ
リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
 最
 重
要
事
で
は
な
か
っ
 

た
 。
と
い
う
の
は
、
 彼
は
 、
小
説
を
書
く
こ
と
や
、
地
方
 の
 知
識
人
や
芸
術
家
の
集
ま
り
で
あ
る
「
ク
リ
テ
 
り
 オ
ン
」
八
の
臣
 
額
臣
 。
 コ
 
V
 

と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
と
お
し
て
公
開
講
演
を
行
う
こ
と
 を
 含
め
て
、
大
学
の
外
に
も
あ
ま
り
に
も
多
く
の
関
心
事
 を
 持
っ
て
い
た
か
ら
で
 

あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
ブ
は
、
国
民
文
化
を
今
初
め
て
 確
 止
 す
る
こ
と
こ
そ
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
余
波
の
う
ち
で
 成
長
し
た
自
分
た
ち
の
 

世
代
に
課
せ
ら
れ
た
務
め
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
。
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
満
場
一
致
で
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
指
導
者
及
び
 ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
役
 

を
 引
き
受
け
、
こ
の
資
格
で
出
版
や
講
演
を
不
断
に
行
 っ
た
 。
作
家
と
し
て
は
、
 彼
は
 始
め
、
イ
ン
ド
体
験
に
基
 づ
く
自
伝
的
小
説
に
よ
 

っ
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
次
第
に
、
と
り
わ
け
 幻
 想
 的
な
る
も
の
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
 、
 筋
も
文
 字
 形
式
む
さ
ま
ざ
ま
な
 

も
の
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
 

一
九
三
 0 年
代
の
終
わ
り
頃
、
ル
ー
マ
ニ
ア
は
共
産
主
義
 ロ
シ
ア
 と
 ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
間
に
挟
ま
れ
、
直
面
 す
る
国
家
的
な
窮
境
 

が
 克
服
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
 に
な
っ
た
。
ル
ー
マ
ニ
ア
は
ま
た
政
治
家
た
ち
の
連
合
と
 三
に
 よ
 る
独
裁
制
の
宣
 

言
 と
に
よ
っ
て
引
 き
起
 こ
さ
れ
た
国
内
の
不
穏
と
騒
乱
 と
に
も
直
面
さ
せ
ら
れ
た
。
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
 時
 局
 困
難
な
 ，
 
」
の
時
期
工
 

 
 

そ
の
後
リ
ス
ボ
ン
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
文
化
担
当
外
交
 官
 と
し
て
勤
め
た
。
 彼
 

⑨
 

 
 

の
 最
初
の
妻
 ニ
 ー
 ナ
 が
亡
く
な
っ
た
の
は
こ
の
り
ス
ボ
ン
 に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
ル
ー
マ
ニ
ア
時
代
 

  

 
 

0
 人
間
と
し
て
も
、
ま
た
一
人
の
ル
ー
マ
ニ
ア
 人
 と
し
て
 も
、
 彼
は
深
い
孤
独
を
体
験
し
始
め
て
い
た
。
 

  リアーデ   



第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
り
頃
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
 

、
ル
 
｜
 マ
ニ
ア
に
共
産
主
義
の
塊
 

撮
 政
権
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
 

と
 感
じ
て
、
故
国
に
 

帰
る
べ
き
か
否
か
真
剣
に
自
問
し
た
が
、
究
極
的
に
は
、
 

亡
命
者
 
八
 か
目
 
仔
ふ
 
Ⅴ
と
し
て
パ
リ
に
定
住
す
る
こ
と
 

を
ヰ
 

甘
い
立
白
 

小
 
を
し
た
。
そ
し
 

て
こ
の
経
験
か
ら
、
亡
命
者
と
い
う
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
 

は
 現
代
の
人
間
の
象
徴
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
 

フ
 ラ
ン
ス
語
が
堪
能
で
あ
 

っ
 
た
け
れ
ど
も
、
三
十
八
歳
で
パ
リ
に
永
住
す
る
と
な
る
 

と
 、
適
応
す
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
友
人
 

の
 ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
ゥ
 

 
 

 
 

 
 

え
ら
れ
た
。
彼
は
 

、
 
彼
を
人
間
と
し
て
も
、
ま
た
学
者
 

や
 作
家
と
し
て
も
、
可
能
な
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
方
途
で
 

励
 ま
し
、
助
け
に
な
っ
て
 

く
れ
た
彼
の
二
番
目
の
妻
、
ク
リ
ス
テ
ィ
イ
 

ル
 と
こ
の
 
ハ
リ
 
で
出
逢
い
、
そ
し
て
結
婚
し
た
の
で
あ
る
。
 

容
易
に
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
 

パ
 り
で
の
最
初
の
数
年
 

間
は
 
エ
リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
経
済
的
に
裕
福
で
は
な
か
っ
 

た
 。
彼
は
、
当
時
 

ボ
 

ス
ト
ン
に
い
た
 

ク
 ー
マ
ラ
ス
 

フ
、
、
、
ィ
の
 

代
理
人
を
と
お
し
 

て
 、
ア
メ
リ
 

ヵ
 の
あ
る
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
 

よ
う
 
に
招
か
れ
た
が
、
 

ろ
 う
か
 
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
窮
乏
し
て
い
た
に
も
 

か
か
わ
ら
ず
、
利
用
し
う
る
す
べ
て
の
時
間
と
 

ェ
 
ネ
ル
ギ
 
｜
 と
を
、
彼
の
関
心
を
 

そ
そ
り
た
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
お
け
る
真
摯
な
 

研
 究
 、
読
書
、
思
索
、
著
述
に
費
や
し
た
。
 

生
涯
の
こ
の
時
期
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
実
に
多
く
の
文
学
 

作
品
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
英
語
で
「
禁
じ
 

ら
れ
た
森
し
 

八
 ご
 て
 

b
o
 

「
ひ
ま
き
 

さ
ト
 
も
「
 

ぬ
め
 

～
 
V
 と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
 

た
 彼
の
傑
作
１
１
多
く
の
次
元
と
多
く
の
意
味
を
も
つ
 

小
 説
 
が
と
り
わ
け
 

重
 

要
 で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
四
 

八
年
の
間
の
主
人
公
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
と
ル
ー
マ
ニ
ア
の
 

人
 々
と
の
一
連
の
複
雑
な
 

/ く 

」 

時 

代 
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， ルチア・エリアーデ 

の
わ
 ぎ
に
は
あ
の
車
が
止
ま
っ
て
い
た
…
…
。
（
ま
い
 力
 。
 
き
違
憶
斗
 ～
 生
ミ
展
簗
 ・
 ヰ
 P
 且
タ
フ
 （
 
p
n
 
 
（
：
 乙
 -
0
 

丁
の
（
（
の
 

リ
コ
 年
審
 a
r
 
ぺ
 ㌧
・
の
（
の
・
 

 
 1

5
 

づ
の
コ
 
の
 
0
 号
 
z
0
 

（
（
の
し
 

ひ
 日
ダ
（
 コ
 Q
.
@
C
 き
づ
 の
「
 
絡
せ
 
o
H
 
 
之
 0
 （
Ⅱ
の
け
が
 
日
の
 
㌧
（
の
の
 

s
.
 
 

ト
 
の
心
の
・
で
 印
 Ⅱ
㏄
）
 

彼
は
彼
女
を
は
る
か
彼
方
に
見
た
。
彼
の
心
臓
は
 、
彼
 女
 だ
と
わ
か
る
ょ
り
早
く
全
速
力
で
打
ち
始
め
た
。
彼
は
 走
り
始
め
た
。
 
道
 

①
 

 
 
 
 

物
語
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
読
者
は
、
祖
国
へ
の
侵
略
 や
 、
ま
た
ナ
チ
ズ
ム
と
共
産
主
義
と
に
よ
る
、
あ
る
い
は
 西
洋
列
強
の
悪
意
は
な
 

い
が
愚
直
な
感
受
性
に
 よ
 る
脅
迫
的
な
影
響
を
 、
ル
｜
 マ
ニ
ア
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
か
と
い
う
 こ
と
に
つ
い
て
現
実
主
 

義
 的
な
説
明
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
は
ま
た
、
 多
 く
の
人
々
の
 愛
 、
憎
し
み
、
希
望
、
恐
れ
、
野
心
、
ま
目
 
音
 ゅ
 
、
裏
切
り
、
そ
し
て
 人
 

間
 的
な
弱
さ
と
い
っ
た
も
の
の
、
諸
々
の
交
錯
を
も
 描
 い
て
み
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
小
説
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇
 的
な
諸
状
況
に
お
い
て
 

個
々
の
人
間
の
運
命
が
、
共
同
の
生
と
関
わ
り
な
が
ら
、
 い
か
に
し
て
一
点
に
収
敏
し
た
り
あ
る
い
は
そ
う
し
な
 か
っ
た
り
す
る
の
か
と
 

 
 

び
 東
洋
の
宗
教
的
、
哲
学
的
及
び
神
話
的
伝
統
に
由
来
 す
る
豊
富
な
象
徴
と
 洗
 

練
 さ
れ
た
概
念
と
を
用
い
て
こ
の
よ
う
な
状
況
を
織
り
 上
げ
、
ま
た
そ
の
多
様
な
登
場
人
物
を
と
お
し
て
、
時
間
 、
生
、
死
、
あ
る
い
は
 

自
由
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
深
遠
な
洞
察
を
示
し
て
 

 
 

出
来
事
の
叙
述
の
う
ち
 

や
そ
の
背
後
に
 、
 彼
の
個
人
的
な
体
験
が
あ
る
と
 ぃ
 5
,
 
」
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
 

本
筋
や
わ
 ぎ
 筋
が
織
り
な
す
繊
密
で
複
雑
な
こ
の
織
物
 を
 貫
い
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
単
純
な
物
語
、
す
な
わ
ち
 、
主
人
公
シ
ュ
テ
フ
 

ア
 ン
が
戦
前
の
あ
る
 聖
ョ
 ハ
不
祭
の
夜
に
ブ
カ
レ
ス
ト
の
 あ
る
森
の
中
で
神
秘
的
な
車
に
乗
っ
た
一
人
の
婦
人
と
 ど
の
よ
う
に
し
て
 出
逢
 

い
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
女
を
見
失
う
の
か
と
い
う
 物
語
で
あ
る
。
十
二
年
後
の
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
夜
に
 ス
イ
 ス
 と
の
国
境
近
く
に
あ
 

る
も
う
一
つ
の
森
で
、
彼
は
こ
の
見
失
っ
た
恋
人
に
遊
 遁
 す
る
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
森
は
歴
史
的
時
間
の
世
 界
か
ら
、
永
遠
の
地
平
へ
 

と
 逃
れ
出
よ
う
と
努
め
る
人
々
の
心
的
な
理
想
を
表
わ
 し
て
お
り
、
車
は
死
を
意
味
し
て
い
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
 次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 

る
 。
 



ぉ
 ～
 
め
 
V
 は
 、
財
政
上
の
困
難
の
た
め
廃
刊
を
余
儀
な
く
さ
 れ
た
の
で
あ
る
。
 

彼
女
は
彼
に
車
に
乗
る
 よ
う
 に
勧
め
、
そ
し
て
彼
ら
が
 今
ま
で
で
ぎ
な
か
っ
た
 、
 互
い
の
愛
の
告
白
を
し
た
後
に
  
 

彼
は
欄
干
を
見
た
。
そ
し
て
そ
の
欄
干
ご
し
に
 彼
 は
、
 暗
や
み
の
中
に
 は
っ
 か
り
開
い
た
深
淵
を
思
い
描
く
 こ
と
が
で
き
た
。
 

彼
は
震
え
始
め
た
…
…
。
そ
の
瞬
間
唯
一
で
、
 果
 て
し
な
い
瞬
間
に
お
い
て
、
彼
が
長
年
の
間
憧
れ
て
 い
た
完
全
な
至
福
 

教
学
六
 %
 二
 %
 円
 
。
易
田
お
の
 コ
 お
す
の
（
（
 

V
 に
関
す
る
著
作
の
 

が
 彼
に
顕
に
な
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
仕
方
で
こ
そ
こ
 う
 

う
ち
で
解
明
し
て
行
く
よ
り
に
、
聖
な
る
も
の
と
は
 宇
 

な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
最
初
か
ら
知
っ
て
い
た
の
で
 

宙
 に
お
け
る
隠
さ
れ
た
 

あ
る
。
彼
は
知
っ
 

て
い
た
、
彼
が
近
く
に
い
る
の
を
感
じ
て
彼
女
が
振
り
 返
り
、
彼
を
見
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
。
彼
は
知
っ
 て
い
た
、
こ
の
 
最
 

後
の
瞬
間
、
こ
の
終
わ
り
な
き
瞬
間
で
十
分
な
の
だ
と
 い
う
こ
と
を
。
（
 や
 
0
0
 

の
）
 

こ
の
小
説
に
お
い
て
、
特
に
愛
に
つ
い
て
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
 多
く
の
重
要
な
言
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
愛
が
地
上
 で
は
稀
に
し
か
実
現
 

さ
れ
な
い
と
彼
は
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

愛
は
 真
実
 に
 天
の
賜
で
あ
り
、
救
済
と
同
様
人
々
に
よ
っ
て
そ
の
よ
 う
 な
 賜
 と
し
て
経
験
さ
 

れ
う
る
。
こ
の
意
味
で
エ
リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
愛
は
聖
 な
る
も
の
と
暗
黙
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 彼
が
さ
ら
に
進
ん
で
 宗
 

意
味
の
基
礎
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

レ
 @
 ギ
 オ
ー
ソ
ス
 

ウ
 @
@
 
セ
ト
 
@
 
キ
ノ
 
@
 

我
々
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
パ
リ
時
代
 に
ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
、
宗
教
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
 次
元
に
お
け
る
重
要
 

 
 

な
 論
文
、
書
評
、
小
論
、
著
書
を
出
版
し
た
後
も
、
 

卓
 越
し
た
宗
教
学
者
と
し
て
さ
ら
に
一
層
駆
り
立
て
ら
れ
て
 い
っ
た
と
い
う
事
実
で
 

あ
る
。
彼
は
宗
教
学
者
と
し
て
よ
り
広
く
知
ら
れ
る
よ
 う
に
な
る
に
し
た
が
い
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
か
ら
 イ
タ
 リ
ア
に
至
る
 
ョ
 ー
 p
 ッ
 

ハ
の
 主
要
な
大
学
か
ら
講
演
を
す
る
よ
う
に
招
か
れ
、
 ま
 た
、
 求
め
ら
れ
て
数
多
く
の
セ
ミ
ナ
ー
や
会
議
に
も
 参
 如
 し
た
 0
 カ
ー
ル
・
 
ュ
 

ン
グ
や
 ル
イ
・
マ
ッ
シ
ニ
ョ
ン
、
 
G
,
 

シ
ョ
ー
レ
ム
に
 

よ
 っ
て
有
名
に
な
っ
た
、
ス
イ
ス
の
 エ
 ラ
 ソ
ス
 に
お
け
る
 夏
の
会
議
も
そ
の
一
 

つ
 

で
あ
る
。
不
幸
に
も
、
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
 
、
ブ
ヵ
 
レ
ス
ト
時
代
に
彼
が
創
刊
し
た
宗
教
学
の
雑
誌
「
 ザ
ル
 モ
 ク
シ
ス
 b
 
 
八
ハ
 
N
 Ⅰ
れ
ま
も
・
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彼
の
出
版
さ
れ
た
著
作
の
す
べ
て
が
、
格
調
貢
 い
 文
体
、
 ま
た
類
い
稀
な
記
憶
力
に
支
え
ら
れ
た
驚
嘆
す
べ
 き
博
 識
 、
さ
ら
に
は
細
部
 

に
ま
で
注
意
の
行
き
届
い
た
正
確
な
研
究
と
い
っ
た
も
の
 に
よ
っ
て
特
徴
 づ
 げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ニ
リ
ア
ー
デ
 の
 功
績
で
あ
る
。
彼
は
 

い
つ
も
宗
教
学
 八
 ま
の
三
音
。
に
 o
h
 （
 
目
雙
 。
 目
 
あ
る
 い
は
由
里
 毛
拐
 老
中
 
毬
う
コ
 
の
の
 
ぽ
 p
h
 
り
 
Ⅴ
に
お
け
る
二
つ
の
 次
元
、
す
な
わ
ち
歴
史
 

的
な
る
も
の
と
体
系
的
な
る
も
の
と
を
共
に
念
頭
に
置
 い
 て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史
的
研
究
に
お
い
て
は
、
 特
 定
の
宗
教
的
伝
統
 

た
と
え
ば
 ヨ
 ー
ガ
の
よ
う
な
を
、
専
門
家
た
ち
の
よ
 う
に
そ
れ
ら
自
身
の
た
め
に
で
は
な
く
、
全
人
類
の
宗
 教
 経
験
と
い
う
よ
り
 広
 

い
 観
点
か
ら
考
察
す
る
 よ
う
 に
心
掛
け
て
お
り
、
逆
に
 、
 彼
の
体
系
的
あ
る
い
は
形
態
学
的
な
著
作
に
お
い
て
も
 、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
 個
 

々
の
宗
教
体
系
が
含
ん
で
い
る
諸
々
の
形
式
や
方
向
づ
 け
 や
 価
値
を
無
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
間
的
経
験
 か
ら
離
れ
て
は
、
そ
れ
 

だ
け
で
独
立
に
「
宗
教
経
験
」
と
晃
敏
さ
れ
 ぅ
 る
も
の
 は
あ
り
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
彼
の
確
信
す
る
と
 こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
た
 

が
っ
て
 、
 彼
は
、
人
間
の
文
化
的
及
び
宗
教
的
な
諸
々
 の
 経
験
か
ら
切
り
離
し
て
宗
教
的
伝
統
を
取
り
上
げ
る
こ
 と
が
な
い
よ
う
に
心
掛
 

け
て
い
た
。
他
方
で
、
彼
は
、
宗
教
学
が
 、 単
に
歴
史
的
、
文
化
的
、
心
理
学
的
、
人
類
学
的
、
社
 全
学
的
、
経
済
学
的
 あ
 

る
ぃ
 は
芸
術
的
な
方
法
に
 よ
 る
だ
け
で
は
遂
行
さ
れ
え
 た
 い
と
信
じ
て
い
た
。
宗
教
学
と
い
う
こ
の
 学
問
は
、
そ
れ
な
し
で
 

は
 諸
宗
教
の
歴
史
六
 %
 の
 巨
 ㌔
。
 
吏
 
o
h
q
 

の
二
色
。
 

已
 V
 が
 意
味
を
持
た
な
い
「
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
本
質
的
特
 性
に
 忠
実
で
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
彼
は
 、
 聖
な
る
 も
の
の
諸
々
の
意
味
を
神
話
や
象
徴
や
儀
礼
と
い
う
よ
 う
 な
 宗
教
の
諸
要
素
に
よ
 

っ
て
叙
述
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
時
期
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
歴
史
学
的
著
書
と
体
系
的
 著
 書
 と
を
ほ
と
ん
ど
同
時
に
出
版
し
た
。
こ
こ
で
の
議
論
 の
た
め
に
は
三
冊
 

の
 研
究
書
を
取
り
上
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
 に
、
 我
々
は
 、
 彼
の
著
書
ヨ
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 ヒ
 八
め
 キ
 Ⅰ
ま
さ
さ
 

乙
ミ
 リ
Ⅴ
に
お
い
 

て
達
成
さ
れ
た
学
問
に
対
す
る
重
要
な
貢
献
に
敬
意
を
表
 す
る
。
彼
が
こ
の
著
書
を
著
わ
し
た
の
は
、
民
族
学
者
 と
し
て
で
も
、
ま
た
 極
 

北
圏
 文
化
の
専
門
家
と
し
て
で
も
な
く
、
宗
教
学
者
と
 し
て
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
と
っ
て
は
、
極
北
 圏
の
 エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
技
法
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  の の し そ か 解 者 に 究 に っ 帰 
  こ で 言 な れ と す や お が 関 た の パ 

リ
 時
代
の
他
の
二
つ
の
著
作
は
、
日
比
較
宗
教
学
に
お
 け る
 諸
類
型
ロ
入
 よ
 ～
～
 

ぃ
ャ
蕊
 ぎ
の
。
 ミ
 S 汁
濤
わ
馬
 ～
 
鐙
 ～
 
0
 お
 V
 及
び
「
永
遠
目
 

神
話
し
八
つ
む
の
 寒
ミ
ン
母
 ～
 
オ
 心
め
～
 
馬
 
「
さ
さ
～
 

き
ぎ
き
 V
 と
 い
う
タ
イ
ト
ル
で
後
に
英
五
曲
 に
 翻
訳
さ
れ
、
宗
教
学
者
の
 間
で
は
古
典
と
な
 

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
書
は
、
神
話
、
象
徴
、
儀
礼
 
・
中
心
、
天
な
る
原
型
、
反
対
の
一
致
 

八
 c
o
 

ぎ
の
田
の
円
 

ざ
 
0
 で
 つ
 0
 組
（
 
o
 Ⅱ
 
E
 日
 V
 

す
る
彼
の
理
解
に
基
づ
く
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
体
系
的
 あ
 る
い
は
形
態
学
的
な
研
究
を
代
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
 。
彼
の
体
系
的
 所
 

い
か
な
る
宗
教
的
伝
統
の
真
理
要
求
を
も
、
ま
た
救
済
論
 的
 教
義
を
も
取
り
扱
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
エ
リ
ア
 ｜
デ
は
 、
あ
る
面
 

い
て
長
い
間
、
単
な
る
歴
史
家
、
単
な
る
人
文
学
者
、
 

あ
 る
い
は
単
な
る
人
類
学
者
に
す
ぎ
な
い
と
非
難
さ
れ
て
 ぎ
た
。
宗
教
哲
学
 

神
学
者
と
は
異
な
り
、
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
基
本
的
な
関
心
 は
木
質
的
に
解
釈
学
的
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
宗
教
経
験
 な
い
か
に
し
て
 理
 

る
か
、
及
び
、
諸
々
の
宗
教
現
象
を
（
 G
.
 

ヴ
ァ
ン
・
 

@
 
ア
 ・
レ
ー
ク
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
意
義
深
く
）
い
か
に
 し
て
体
系
化
す
る
 

い
う
点
に
あ
る
。
彼
は
「
宗
教
の
理
論
的
根
拠
」
八
手
の
 （
仁
田
。
 拐
 
「
が
（
 

@
o
 
コ
 田
の
 V
 や
「
諸
々
の
宗
教
的
伝
統
」
 

に
 精
通
し
、
ま
た
 

ら
に
深
く
共
感
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
宗
教
的
教
理
や
 人
々
の
信
仰
の
対
象
、
あ
る
い
は
ま
た
教
義
そ
れ
自
体
を
 取
り
扱
お
う
と
は
 

か
っ
た
。
他
方
で
、
彼
は
、
宗
教
学
が
 、士
 示

教
的
事
実
や
形
式
や
構
造
の
単
な
る
「
科
学
的
な
」
 

八
 の
住
の
 
コ
由
由
 
O
V
 
 
（
 こ 

葉
 が
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
英
語
の
意
味
で
）
研
究
で
 あ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
、
ま
た
そ
 う
 あ
り
 ぅ
 る
と
も
決
し
 
て
 考
え
な
か
っ
た
 

あ
る
。
 

こ
で
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
我
々
、
一
九
四
 0
 年
代
に
 
シ
 ヵ
ゴ
 大
学
で
宗
教
学
を
学
ん
だ
者
は
、
我
々
の
恩
師
で
 あ
っ
た
 
コ
 ア
 ヒ
 

ヴ
ア
 ッ
 ハ
 が
し
ば
し
ば
エ
リ
ア
ー
デ
に
言
及
す
る
の
を
 聞
い
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
 ，
ハ
は
 、
宗
教
学
を
専
攻
す
 る
す
べ
て
の
学
生
 

の
 伝
統
を
叙
述
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
 ム
 
は
人
類
の
宗
教
史
の
非
常
に
重
要
な
遺
産
だ
か
ら
で
 あ
る
 0
 
エ
ク
ス
タ
シ
ー
 

 
 

 
 

に
関
す
る
彼
の
研
究
は
、
宗
教
学
に
お
け
る
 

歴
史
的
研
究
の
一
部
門
で
あ
る
「
・
宗
教
の
歴
史
」
八
日
 

の
ヰ
 
0
 Ⅰ
 ぺ
 
0
 円
 Ⅱ
⑮
 目
漏
 ～
 
0
 コ
 Ⅴ
 
 
 

 
  

 
 
 

を
大
い
に
豊
か
に
し
た
。
 
@
2
 
）
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こ
の
当
時
ヴ
ァ
 
ッ
ハ
 
は
、
一
八
九
三
年
の
万
国
宗
教
大
会
 八
ミ
 0
 「
 
巨
 -
 
の
巾
 a
r
 

甘
が
 

ヨ
 の
 き
 o
h
 
 
オ
キ
笹
 o
 巳
 V
 
の
直
後
 に
 キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
 

ヴ
ア
 
ッ
 ハ
 が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
と
妻
は
そ
の
 薬
 

ハ
ス
ケ
ル
夫
人
か
ら
シ
カ
ゴ
大
学
に
遺
贈
さ
れ
た
基
金
に
 儀

に
 参
列
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
後
に
、
エ
リ
ア
 

基
づ
く
講
演
で
あ
る
ハ
ス
ケ
ル
講
演
八
日
葵
の
 目
 
Ⅰ
の
の
（
 

｜
デ
が
 そ
 う
 遠
く
な
い
 

/
 （
の
の
 

ア
ぢ
 V
 
の
講
師
 選
 

考
 委
員
会
の
一
員
で
あ
っ
た
。
 

ヱ
リ
 ア
ー
デ
は
、
ル
イ
 

マ
ッ
シ
ニ
ョ
ン
（
一
九
五
三
竿
）
 

や
ブ
 リ
 

ハ
イ
ラ
ー
（
一
九
五
⑤
  

 
 
 

五
年
）
な
ど
の
宗
教
学
の
偉
大
な
先
駆
者
た
ち
に
続
 い
 て
 講
師
に
な
る
 よ
う
 求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
五
年
 の
夏
、
交
渉
の
最
中
に
 

 
 

 
 

（
Ⅰ
 
0
 
）
 

と
い
う
そ
れ
以
来
、
常
用
句
と
な
っ
た
重
要
 な
 諸
概
念
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
 

が
、
 少
な
く
と
も
次
の
三
冊
の
書
物
、
す
な
 ね
 ち
、
 ル
ド
 ル
フ
 
@
 オ
ッ
ト
ー
の
「
聖
な
る
も
の
 卜
 G
,
 

ヴ
ァ
ン
 

デ
 ・
レ
ー
ク
の
ヱ
本
胡
歌
 

0
 本
質
と
現
わ
れ
」
八
 %
 鸞
心
 ざ
さ
ぎ
 馬
 め
 
り
ぬ
お
 

お
Ⅰ
 き
寒
 Ⅰ
 
さ
 ～
 
ぢ
 ㏄
 
め
 
～
 
a
 ～
 
き
悶
 V
 及
び
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
の
「
十
本
 
教
学
概
論
し
八
づ
 r
Q
 
～
～
 

芯
 

Q
-
 
か
 ～
 
め
 
～
も
～
「
 

m
 
Q
 
ぬ
め
 「
 
氏
 
～
 
時
ぎ
醗
 Ⅴ
英
語
版
は
日
比
較
 め
 
示
教
学
お
け
る
諸
類
型
 
・
 

に
精
通
し
て
 
い
 な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
と
考
え
て
 

た
 。
ヴ
ァ
 
ッ
ハ
 は
、
と
り
わ
け
 イ
ツ
ド
 に
お
け
る
彼
の
 
ハ
ロ
 ウ
ズ
 連
続
講
演
八
田
口
。
毛
の
Ⅰ
の
の
（
 
け
 「
の
の
 

V
 に
お
い
 て
 、
エ
リ
ア
ー
デ
の
 名
 

を
 高
く
評
し
て
熱
狂
的
に
広
め
て
い
た
。
彼
は
、
一
九
 五
四
年
に
 
ァ
メ
り
力
 
の
さ
ま
ざ
ま
な
大
学
で
行
わ
れ
た
 宗
 教
学
に
関
す
る
 ア
メ
り
 

カ
ン
・
カ
ウ
ン
シ
ル
・
オ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ッ
 
ド
 ・
ソ
サ
エ
 テ
ィ
ー
ズ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
ズ
八
苦
 め
ト
日
 定
日
 革
 二
の
 0
 ロ
コ
 
の
 
臣
 
0
 片
 Ⅰ
 0
 が
Ⅰ
 
コ
 0
%
 

の
 o
 の
 -
 
の
ヱ
 の
の
，
 

ド
 の
の
 
由
仁
 
Ⅱ
の
の
 
0
 コ
ヰ
ア
 の
 ヰ
 下
侍
 
0
 Ⅱ
 
ぜ
 0
 ヰ
 勾
の
け
の
 
-
 
o
 ヨ
 V
 に
お
い
て
も
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
講
演
を
繰
り
返
 し
た
 
（
 
ヴ
ア
 ッ
 ハ
 の
 道
 

著
ョ
 諸
宗
教
の
比
較
研
究
 L
 を
参
照
。
 
q
 蕊
 9
%
 吝
 S
 ～
 
ぎ
 ㏄
 昭
 ま
を
 母
 市
隠
あ
ぎ
 さ
ど
 の
 
色
 ・
 ナ
旨
 ・
本
ヂ
（
が
的
の
 

キ
 の
 ロ
 
Z
 の
 毛
ぺ
 0
 （
 
マ
 @
 
の
 0
 三
ヨ
・
 

巨
丼
ト
 Ⅰ
コ
ア
の
Ⅱ
 

臼
 （
 
せ
弔
 ㍉
の
 
拐
 -
 
 
田
の
の
 

臼
 ）
。
あ
 て
り
 
時
に
は
 
ぢ
ソ
 
ァ
 "
 ハ
は
 、
時
間
に
関
す
る
エ
リ
ア
ー
デ
の
見
事
な
分
析
 と
 、
今
日
で
は
有
名
に
 

な
っ
た
「
歴
史
の
恐
怖
」
八
ま
 の
 （
の
 
目
 0
 「
 o
h
 圧
 ㌔
 o
n
 
せ
 V
 と
い
う
彼
の
概
念
を
称
賛
し
て
い
た
。
ま
た
別
の
機
 会
 に
は
、
ヴ
ァ
 
ッ
ハ
 は
・
 

国
や
都
市
や
寺
院
の
「
 大
 な
る
原
型
」
 
八
 （
甘
の
 
す
 e
p
 
づ
 0
 口
 与
屈
 0
 （
 
0
 ぢ
で
⑱
 V
 に
関
す
る
我
々
の
知
識
を
エ
リ
ア
ー
 デ
は
 大
い
に
増
し
て
く
 

れ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
我
々
は
 
ェ
り
 ァ
 ー
 デ
 の
書
物
か
ら
、
中
心
の
象
徴
表
現
や
宇
宙
 軸
八
 が
 生
の
ヨ
日
日
 V
 の
概
念
 



，
ス
ケ
ル
委
員
会
の
招
き
で
シ
カ
ゴ
に
や
っ
て
来
た
時
、
 エ
リ
ア
ー
デ
夫
妻
は
こ
の
町
に
一
年
以
上
留
ま
る
考
え
 は
な
か
っ
た
。
彼
ら
 

に
は
ど
う
し
て
も
パ
リ
に
戻
ら
 ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
 が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
エ
ズ
運
河
 派
遣
 田
 で
勤
務
す
る
た
 

め
 ポ
ー
ト
サ
イ
ド
に
駐
在
し
て
い
た
医
師
で
あ
る
友
人
 の
た
め
に
、
彼
ら
は
パ
リ
で
家
の
管
理
を
し
て
い
た
か
ら
 で
あ
る
。
一
九
五
六
年
 

に
 ナ
セ
ル
が
ス
エ
ズ
運
河
の
国
営
化
を
決
定
し
た
た
め
 に
 エ
リ
ア
ー
デ
の
そ
の
友
人
が
パ
リ
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
 く
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
 

-
4
@
 

て
 今
度
は
エ
リ
ア
ー
デ
が
も
う
少
し
長
く
 シ
ヵ
ゴ
 に
 留
 さ
る
こ
と
を
決
意
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
の
 皮
肉
で
あ
っ
た
 0
 彼
の
 

，
ス
ケ
ル
講
演
は
暖
か
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
 日
 生
と
再
生
口
入
 由
ま
遵
ミ
薫
 
き
ま
「
～
 
ォ
 
V
 と
い
う
 タ
 イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
 

た
 。
こ
の
よ
う
に
し
て
エ
リ
ア
ー
デ
は
シ
カ
ゴ
大
学
 神
 学
校
六
 %
 の
し
 守
 巨
目
ぎ
 ゴ
 00
-
V
l
@
 
そ
れ
以
後
解
散
 さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
 

連
 ム
ロ
神
学
部
八
（
甘
の
 

づ
 の
年
の
 

S
 （
の
 
隼
づ
オ
 の
 
0
 ）
 
0
 の
 ざ
 田
田
 p
n
E
 
-
 
（
 
せ
 V と
協
定
し
て
に
お
い
て
、
ま
た
学
位
認
定
を
 行
 9
 社
会
思
想
委
員
会
 

に
お
い
て
教
鞭
を
執
る
こ
と
に
な
り
、
彼
の
生
涯
の
最
 後
の
三
十
年
に
あ
た
る
シ
カ
ゴ
時
代
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
 る
 。
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
シ
カ
ゴ
時
代
は
 、
 北
ア
メ
リ
カ
に
お
 け
マ
 
の
 宗
教
研
究
の
独
特
の
時
代
と
一
致
し
て
い
た
。
こ
の
時
 期
 、
連
邦
最
高
裁
判
 

所
は
 公
立
学
校
に
お
け
る
祈
り
の
時
間
を
既
に
廃
止
し
 て
お
り
、
主
要
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
や
ロ
ー
マ
 

ク
 教
会
及
び
 

シ
カ
ゴ
時
代
 

ア
ス
コ
ー
ナ
に
い
る
こ
と
を
 ヴ
ア
 
ッ
 ハ
 の
妹
が
知
り
、
 
我
 々
は
 、
 彼
を
訪
問
し
ょ
う
と
し
た
が
無
駄
で
あ
っ
た
。
 し
か
し
な
が
ら
、
私
は
 

5
6
 

 
 

 
 

そ
の
次
の
夏
に
そ
こ
で
彼
と
会
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
 、
 そ
の
次
の
学
年
に
シ
カ
ゴ
で
ハ
ス
ケ
ル
講
演
を
行
う
こ
 と
を
承
諾
し
た
の
で
あ
 

 
 

る
 。
そ
の
時
、
彼
が
 、
 主
と
し
て
イ
ン
ド
で
学
ん
だ
 自
 分
の
英
語
が
 シ
ヵ
ゴ
 で
通
じ
る
と
よ
 
い
 の
だ
が
と
言
い
 
た
 が
ら
浮
か
べ
た
苦
笑
は
 

を
、
 
私
は
今
で
も
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
。
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ユ
ダ
ヤ
教
寺
院
へ
の
礼
拝
参
加
者
が
減
少
す
る
と
い
う
 兆
 侯
 が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
 、
州
立
や
私
立
の
大
学
 

で
 急
速
に
数
を
増
し
た
宗
教
や
宗
教
研
究
の
学
科
へ
の
 入
 学
者
の
数
は
着
実
に
増
え
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
 宗
 教
 %
 
千
引
柿
 

は
 、
完
投
 弘
 み
子
に
 

よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
教
育
の
ゆ
え
に
、
大
い
に
必
要
と
 さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
宗
教
学
科
が
、
宗
教
 を
 教
え
る
の
で
は
な
く
、
 

む
し
ろ
宗
教
に
つ
い
て
教
え
、
そ
し
て
 

以
、
、
、
 

、
 

好
 ん
で
二
つ
 
上
の
宗
教
的
伝
統
を
念
頭
に
置
く
 教
養
 な
い
し
は
 @
@
l
@
 

人
 

文
 諸
学
部
の
う
ち
に
 

 
 

通
常
は
開
設
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 コ
 ア
ヒ
ム
 
ヴ
ア
 ッ
 ハ
 の
先
駆
的
な
仕
事
の
お
か
げ
で
、
当
時
 シ
ヵ
ゴ
 大
学
は
、
こ
の
よ
う
な
 

教
育
で
有
名
に
な
っ
た
数
少
な
い
研
究
機
関
の
一
つ
で
 あ
り
、
多
く
の
人
々
が
こ
の
大
学
の
課
程
に
出
願
し
た
の
 で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
 

の
 宗
教
学
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
著
作
が
、
こ
の
時
期
に
 英
語
に
翻
訳
さ
れ
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
、
ま
た
一
般
 的
な
書
物
と
し
て
も
 広
 

く
 読
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
好
運
で
あ
っ
た
。
 ヱ
 リ
 ア
 ー
 デ
 の
簡
潔
だ
が
格
調
高
い
文
体
や
現
代
的
な
言
葉
 使
 い
が
 、
ま
た
、
彼
が
 

宗
教
に
関
す
る
洞
察
を
文
学
、
芸
術
、
心
理
学
、
民
族
 学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
関
係
づ
け
て
い
る
と
い
 ぅ
 こ
と
が
、
宗
教
学
を
 

ま
す
ま
す
魅
力
的
な
も
の
に
し
た
。
 

エ
リ
ア
ー
デ
は
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
経
歴
と
い
う
 観
占
 叩
か
ら
考
え
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
人
 
柄
 で
も
あ
っ
た
。
 彼
 

は
 、
金
銭
や
名
声
あ
る
い
は
便
宜
と
は
関
係
な
く
、
自
分
 自
身
が
従
 う
 べ
 き
 予
定
表
を
持
っ
て
い
た
。
イ
ー
ス
ト
 
コ
ー
ス
ト
に
設
立
さ
 

れ
た
、
人
文
学
の
た
め
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
 シ
 ・
 
ュ
 バ
イ
ツ
ァ
 ｜
 ・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
シ
ッ
プ
 
八
 （
下
の
レ
子
の
 

ユ
 の
 0
 甘
毛
の
 
ざ
ね
の
Ⅱ
㌧
Ⅰ
 

0
 片
の
の
の
 

0
 Ⅰ
㏄
 
け
 Ⅰ
Ⅰ
 

h
o
 

Ⅱ
ま
の
二
 

%
 日
 が
三
曲
の
の
 

V
 の
十
の
教
授
 職
 の
う
ち
の
 一
 つ
を
、
多
額
の
給
費
付
き
で
差
し
伸
べ
ら
れ
た
時
、
彼
 は
た
だ
、
 シ
ヵ
ゴ
 に
 

て
 十
分
満
足
で
あ
り
、
移
り
住
む
理
由
が
見
当
ら
な
い
と
 だ
 け
 舌
口
っ
て
、
そ
の
名
誉
を
辞
退
し
た
。
ま
た
パ
ウ
ル
 
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
亡
く
 

な
っ
た
時
に
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
 毎
 名
教
え
て
い
た
 カ
 リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
・
バ
ー
バ
ラ
校
か
ら
、
来
て
 く
れ
る
よ
 う
 に
求
め
ら
 

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
も
彼
 は
 、
こ
の
申
し
 出
に
対
し
て
は
感
謝
し
た
が
、
あ
る
小
説
を
執
筆
し
て
い
 6
 頁
最
中
で
あ
る
か
ら
 

と
 言
っ
て
、
辞
退
し
た
の
で
あ
る
。
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長
た
ら
し
い
教
授
会
を
含
め
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
概
し
 て
 会
合
や
会
議
に
我
慢
が
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
 ら
、
 彼
は
宗
教
学
者
 

0
 集
ま
り
肛
は
好
ん
で
参
加
し
た
。
彼
と
私
は
、
国
際
 ゐ
 
示
教
学
会
（
目
口
 5 
0
 、
東
京
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
及
び
 ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
お
 

け
る
会
議
や
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
開
催
さ
れ
た
同
学
会
 の
 地
域
の
研
究
会
議
に
一
緒
に
参
加
し
た
。
こ
れ
ら
の
 う
 ち
で
、
エ
リ
ア
ー
デ
 夫
 

妻
が
と
り
わ
け
楽
し
ん
だ
の
は
日
本
で
の
会
議
で
あ
っ
 た
 。
日
本
を
訪
問
す
る
の
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
新
し
い
 経
 験
 で
あ
り
、
彼
ら
は
 日
 

本
の
宗
教
に
つ
い
て
多
く
の
書
物
を
し
て
こ
の
旅
に
備
、
 
え
て
い
た
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
と
り
わ
け
デ
パ
ー
ト
に
 行
 く
こ
と
を
好
ん
だ
。
 と
 

い
 う
 の
は
、
 エ
 ス
 ヵ
 レ
ー
タ
ー
の
と
こ
ろ
で
女
性
た
ち
 が
 「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
と
声
を
揃
え
て
迎
え
て
く
れ
 る
か
ら
で
あ
っ
た
。
 彼
 

が
こ
の
歓
迎
の
響
ぎ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
 我
々
は
あ
ち
こ
ち
の
デ
パ
ー
ト
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
 。
ま
た
、
我
々
は
大
阪
 

で
 文
楽
鑑
賞
に
行
っ
た
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
こ
れ
を
非
常
に
 楽
し
ん
だ
。
そ
の
後
で
、
エ
リ
ア
ー
デ
夫
妻
、
ジ
ョ
セ
 フ
 ・
キ
ャ
ン
 プ
 ベ
ル
、
 

そ
れ
か
ら
我
々
夫
婦
の
五
人
で
、
私
の
あ
る
友
人
と
一
緒
 に
 神
戸
で
夕
食
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
我
々
は
 午
後
五
時
半
大
阪
発
の
 

列
車
に
乗
り
、
一
一
 
ブ
宮
 駅
で
下
車
す
る
 よ
う
二
 @
 
ロ
 わ
れ
 て
い
た
。
 二
 ノ
宮
駅
で
そ
の
友
人
が
待
っ
て
い
て
く
れ
る
 こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
 

で
あ
る
。
五
時
十
五
分
、
列
車
が
我
々
が
乗
る
列
 車
で
は
な
い
が
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
来
た
。
 私
の
妻
 と
 エ
リ
ア
ー
デ
 

夫
人
は
空
席
を
見
つ
げ
る
と
ど
う
で
も
こ
う
で
も
列
車
 に
 乗
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
列
車
は
駅
を
出
て
 し
ま
っ
た
 、
 男
た
ち
と
 

荷
物
と
を
残
し
て
。
「
西
洋
の
女
ど
も
と
ぎ
た
ら
 !
 」
 、
 我
々
の
荷
物
を
運
ん
で
い
た
赤
帽
が
こ
 う
 叫
ん
だ
。
「
 日
 本
の
女
だ
っ
た
ら
こ
ん
 

な
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
ね
。
い
つ
も
亭
主
の
後
を
つ
い
て
 歩
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
 l
 」
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
こ
の
 赤
 帽
は
賢
者
で
あ
る
と
 決
 

め
、
 我
々
が
結
局
神
戸
駅
で
こ
の
ご
婦
人
 方
 に
追
い
つ
 い
 た
時
、
こ
の
赤
帽
の
評
を
彼
女
た
ち
に
伝
え
た
の
で
あ
 る
 。
 

こ
の
会
議
の
後
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
東
北
大
学
で
講
演
を
す
 る
 よ
 う
 に
求
め
ら
れ
た
。
目
的
地
へ
の
旅
の
途
中
、
彼
 は
 松
島
の
絶
景
に
深
 

く
 感
動
し
た
。
講
演
の
後
、
石
津
教
授
と
 堀
 教
授
と
が
 彼
を
仙
ム
ロ
駅
ま
で
連
れ
て
行
か
れ
た
が
、
駅
で
彼
ら
は
、
 
此
 に
向
っ
て
い
る
嵐
の
 

た
め
に
列
車
が
遅
れ
て
い
る
と
知
っ
た
。
そ
こ
で
一
行
 は
 、
列
車
の
見
張
り
と
し
て
大
学
院
生
を
一
人
プ
ラ
ッ
ト
 ホ
ー
ム
に
残
し
て
、
 コ
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｜
ヒ
 
ー
を
飲
み
に
喫
茶
店
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
 

な
が
ら
、
一
つ
の
思
想
を
説
明
す
る
時
に
エ
リ
ア
ー
デ
 

が
ど
れ
ほ
ど
熱
中
す
る
 

 
 

 
 

 
 

始
め
、
そ
の
大
学
院
生
の
知
ら
せ
を
無
視
し
て
し
ま
っ
 

た
 。
結
局
、
こ
の
学
生
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
話
し
終
え
た
 

後
に
漸
く
、
列
車
が
来
 

た
こ
と
、
そ
し
て
既
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
報
告
 

す
る
こ
と
で
き
た
の
で
あ
る
 

l
 ち
ょ
う
ど
、
あ
る
 

ア
メ
 
り
ヵ
 
空
軍
機
が
間
も
な
 

く
 仙
台
か
ら
東
京
へ
向
け
て
離
陸
す
る
予
定
で
あ
っ
た
 

の
で
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
そ
の
空
軍
機
で
、
当
初
の
計
画
よ
 

り
も
一
足
早
く
東
京
に
 

戻
っ
た
の
で
あ
る
。
 

さ
な
子
供
た
ち
の
よ
い
友
で
も
あ
っ
た
。
子
供
た
ち
の
方
 

で
も
不
思
議
な
仕
方
で
彼
の
愛
情
を
感
じ
取
っ
て
い
た
 

。
私
の
同
僚
で
あ
る
 

マ
 

｜
 テ
ィ
ン
・
 

E
.
 

マ
ー
テ
ィ
ー
は
 

、
 彼
が
最
初
に
エ
リ
ア
 

｜
デ
と
 

会
っ
た
の
は
、
わ
が
家
で
エ
リ
ア
ー
デ
が
我
々
 

の
 小
さ
な
娘
と
遊
ん
で
 

 
 

１
々
ー
か
ら
何
匹
も
の
猿
を
作
り
出
し
て
は
彼
女
を
大
 

い
に
喜
ば
せ
た
も
の
で
 

あ
る
。
 

ヱ
 
リ
ア
ー
デ
夫
妻
と
親
し
か
っ
た
人
々
は
、
夫
妻
の
控
え
 

目
で
よ
く
練
ら
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
感
銘
を
受
け
た
 

。
夫
妻
は
暦
の
上
で
 

一
年
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
、
六
月
か
ら
十
月
始
め
ま
 

で
の
長
い
夏
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
過
ご
し
、
一
年
の
残
り
 

を
 シ
カ
ゴ
で
過
ご
す
こ
 

と
に
し
て
い
た
。
彼
は
春
に
は
決
し
て
教
え
な
か
っ
た
。
 

彼
は
講
義
す
る
こ
と
が
実
り
多
い
と
は
考
え
て
い
な
か
 

っ
 
た
か
ら
、
そ
れ
ゆ
 

え
、
 
大
し
て
努
力
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

彼
 は
 、
学
生
た
ち
の
考
え
に
、
深
 

い
 
、
そ
し
て
学
識
あ
る
 

批
評
を
す
る
こ
と
に
は
 

熱
心
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
宗
教
学
の
同
僚
た
ち
や
、
 

哲
 学
者
の
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
、
神
学
者
の
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
 

リ
ッ
ヒ
 
と
 合
同
授
業
を
 

す
る
こ
と
を
好
ん
で
い
た
。
ま
た
彼
は
、
学
生
た
ち
と
 

会
 う
 こ
と
を
好
ん
だ
が
、
彼
ら
の
話
を
聞
く
の
に
時
間
を
 

浪
費
す
る
こ
と
は
嫌
っ
 

た
 。
そ
こ
で
彼
は
、
学
生
た
ち
が
成
績
の
こ
と
で
彼
の
 

と
こ
ろ
に
議
論
を
し
に
来
な
い
よ
う
に
、
実
際
に
彼
ら
が
 

値
す
る
よ
り
も
良
 

い
成
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績
を
彼
ら
に
与
え
る
と
い
っ
た
こ
と
さ
え
し
た
。
概
し
 て
 彼
は
講
義
よ
り
も
む
し
ろ
著
述
の
方
を
好
ん
だ
。
彼
に
 は
後
 僅
か
の
時
間
し
か
 

残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
述
べ
て
置
く
べ
 き
 こ
と
は
ま
 だ
 多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
、
次
第
に
自
覚
す
る
よ
う
に
 な
る
と
、
彼
は
起
き
て
 

い
る
時
間
の
す
べ
て
を
著
述
に
費
や
す
よ
う
に
な
っ
た
の
 で
あ
る
。
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
こ
の
シ
カ
ゴ
時
代
を
と
お
し
て
、
自
ら
を
 一
人
の
亡
命
者
で
あ
る
と
見
放
し
続
け
た
。
し
か
し
な
 が
ら
、
彼
 は
 、
亡
命
 

者
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
ア
メ
リ
 ヵ
 の
市
民
権
を
獲
得
 す
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
結
論
に
結
局
は
到
達
し
 た
 。
帰
化
試
験
で
良
 い
 

成
績
が
取
れ
た
と
思
う
か
と
質
問
さ
れ
た
時
、
彼
 は
穏
 や
か
に
「
 B
 マ
イ
ナ
ス
か
な
」
と
答
え
た
。
 

ア
メ
リ
カ
時
代
を
と
お
し
て
、
 ヱ
 リ
ア
ー
 ヂ
 は
自
分
を
 、
 宗
教
学
、
東
洋
学
及
び
哲
学
に
従
事
す
る
一
人
の
学
者
 で
あ
る
と
、
ま
た
 一
 

人
の
作
家
で
あ
る
と
考
え
続
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
 彼
 が
 多
く
の
人
々
に
と
っ
て
宗
教
の
人
文
学
的
研
究
の
象
 徴
 に
な
る
と
い
う
こ
，
 
と
 

は
 避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
あ
る
筋
で
は
、
 彼
が
拒
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
の
祭
司
、
賢
人
 
グ
ル
八
的
 
u
 巨
 V
 に
 さ
 

え
な
っ
て
い
た
。
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
 、
 彼
が
編
纂
し
た
 資
 料
集
 
日
原
始
宗
教
か
ら
 禅
 ま
で
 L
 八
わ
「
 
Q
 ま
 
㍉
ふ
き
～
～
～
 

g
n
 

め
 ～
 
o
N
Q
 
さ
 V
 や
 、
そ
れ
 

よ
り
も
歴
史
学
的
な
分
析
で
あ
る
「
世
界
宗
教
思
想
史
 ヒ
 ハ
 ト
 曲
 ぎ
ざ
 心
執
キ
へ
 ～
Ⅰ
 

幅
ぎ
 
⑤
 
ト
き
拐
 
V
 に
よ
っ
て
 例
 証
さ
れ
る
 ょ
 り
に
、
 諸
 

諸
の
宗
教
現
象
を
主
題
的
歴
史
と
し
て
扱
 う
 も
の
な
ど
、
 絶
え
ず
、
宗
教
現
象
を
取
り
扱
う
新
し
い
方
法
を
追
求
 し
て
い
た
。
彼
の
最
後
 

の
 主
要
な
仕
事
は
、
一
九
八
七
年
初
め
に
マ
ク
ミ
ラ
ン
 社
 か
ら
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
宗
教
百
科
辞
典
し
 ，
ハ
ミ
 

ご
 め
 ド
 
@
C
 

ヒ
ぃ
 
～
 
o
p
-
Q
 

氏
～
 

a
Q
 

晃
お
ぬ
 ～
 
鐙
 ～
 
o
n
V
 

全
十
六
巻
の
編
集
で
あ
っ
た
。
西
洋
 

以
 外
の
宗
教
及
び
文
化
を
 、
 単
に
西
洋
的
方
法
に
よ
っ
て
 分
析
さ
れ
、
体
系
化
さ
 

ね
 、
説
明
さ
れ
る
べ
き
デ
ー
タ
の
 塊
 と
し
て
の
み
捉
え
 る
 多
く
の
西
洋
の
学
者
と
は
異
な
り
、
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
 、
 こ
の
百
科
辞
典
に
お
い
 

て
 、
西
洋
の
学
者
と
非
西
洋
の
学
者
と
が
共
同
し
て
、
 全
 人
類
の
歴
史
に
お
け
る
宗
教
経
験
を
取
り
扱
う
の
に
ふ
 さ
わ
し
 い
 方
法
を
発
展
 

さ
せ
る
こ
と
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。
 

一
九
八
六
年
四
月
の
エ
リ
ア
ー
デ
の
死
は
、
宗
教
学
に
お
 げ
る
こ
の
よ
う
な
百
科
辞
書
的
体
系
 家
 八
目
安
土
。
 潟
 隼
 あ
の
 せ
 分
の
日
・
 

ヨ
 リ
オ
・
 (160)  160 
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尽
く
せ
な
い
、
い
く
つ
か
 

リ
ア
ー
デ
の
語
法
に
従
う
 

の
と
体
系
的
な
る
も
の
と
 

る
 。
 

の
 焦
点
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
術
語
 の
 混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
で
き
る
限
り
 ェ
 

こ
と
を
御
了
承
願
い
た
い
。
先
に
挙
げ
た
学
者
た
ち
は
 ほ
 と
ん
ど
、
宗
教
学
を
共
に
構
成
す
る
歴
史
的
な
る
も
 

い
 う
 二
つ
の
研
究
次
元
を
承
認
し
て
い
た
。
そ
こ
で
宗
教
 学
の
概
要
は
お
 ょ
 そ
次
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き
 

レ
の
 、
「
開
拓
者
た
ち
の
時
代
」
と
、
心
理
学
的
視
点
や
 社
会
学
的
視
点
、
人
類
学
的
視
点
か
ら
影
響
を
受
け
た
 も
の
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
 

な
 方
法
論
が
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
実
験
さ
れ
た
、
「
 生
み
の
苦
し
み
の
時
代
」
と
に
続
い
て
、
「
百
科
辞
書
的
 体
系
家
の
時
代
」
は
 、
 

レ
 
@
 ギ
 オ
ー
ソ
ス
 

ヴ
 
@
@
 
セ
ソ
ソ
ヤ
フ
 

@
 

宗
教
学
と
い
う
学
問
自
体
に
関
わ
る
（
 そ
 し
て
、
し
ば
し
ば
こ
の
学
問
そ
の
も
の
と
混
同
さ
れ
る
こ
 と
の
あ
る
）
さ
ま
ざ
ま
 

な
 焦
点
を
整
理
し
ょ
う
と
企
て
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
 そ
の
遺
産
を
受
け
継
い
だ
知
的
巨
人
の
多
く
が
こ
の
時
代
 に
 生
き
て
い
た
。
粒
目
 

身
の
限
ら
れ
た
交
際
範
囲
で
は
、
 

G
.
 

ヴ
ァ
ン
・
 

デ
 
・
 レ
ー
ク
（
オ
ラ
ン
ダ
）
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ラ
ー
 （
ド
イ
ツ
）
、
 R
.
 

ペ
ッ
 

ヵ
 ア
リ
ア
 

オ
 ー
 二
 （
 
4
 ヵ
ア
リ
フ
 
ノ
 
）
、
 R.
C
.
 
ゼ
 ー
 ヰ
 
ノ
ー
（
 イ
 ギ
リ
ス
）
 、
コ
 ア
ヒ
ム
・
ヴ
ァ
 
ッ
ハ
 
（
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
 
力
 ）
、
そ
し
て
、
ミ
ル
 

チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
（
ル
ー
マ
ニ
ア
、
フ
ラ
 ソ
ス
 、
ア
メ
 リ
ヵ
 ）
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
 、
気
 質
や
学
問
の
 
ス
 タ
 イ
 

教
育
、
動
機
、
宗
教
的
背
景
や
文
化
的
背
景
、
さ
ら
 に
は
強
調
 点
 に
お
い
て
は
、
互
い
に
異
な
っ
て
い
た
げ
 れ
ど
も
、
次
の
一
点
に
 

お
い
て
は
驚
く
べ
き
一
致
を
示
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 彼
ら
は
 晋
 一
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
宗
教
 

学
の
意
図
を
汲
み
 

八
ミ
 ヰ
 
の
の
の
 

コ
 の
 
O
 ゴ
 p
h
 
（
吊
り
 

オ
 V
 
あ
り
方
を
確
立
し
よ
う
と
し
 た
 、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
コ
ル
 不
リ
ス
・
 
P
,
 
テ
ィ
ー
 

繍
 V
 た
ち
の
時
代
の
終
わ
り
を
し
る
す
出
来
事
で
あ
っ
 た
 。
宗
教
哲
学
や
神
学
か
ら
は
独
立
し
た
、
諸
宗
教
に
関
 す
る
研
究
の
学
問
的
な
 



考
察
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
点
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

言
葉
の
類
似
の
ゆ
え
に
、
 
一
 
:
 
諸
宗
教
の
諸
歴
史
」
呼
ば
れ
 
て
い
る
も
の
た
と
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
 
、
イ
ス
ラ
ム
教
 
、
 

ヒ
 ン
ド
ク
ー
 
教
 、
仏
教
、
神
道
な
ど
の
伝
統
的
な
諸
研
究
 が
 宗
教
学
で
あ
る
と
誤
っ
て
考
え
る
者
も
あ
っ
た
 

。
そ
し
て
、
宗
教
 

学
 と
い
う
こ
の
名
が
、
個
別
の
宗
教
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
 

る
 種
類
の
研
究
に
対
す
る
学
問
的
な
傘
を
彼
ら
に
提
供
す
 

る
こ
と
に
な
り
、
 

そ
の
結
果
、
実
際
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
神
学
者
や
教
会
 

史
 家
が
宗
・
 教
 

・
学
の
学
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
「
諸
宗
教
の
諸
 
歴
 

史
 」
と
い
う
言
葉
の
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
用
法
が
明
ら
 

か
な
魅
力
を
持
っ
の
は
、
こ
の
言
葉
が
、
語
学
の
訓
練
や
 

歴
史
的
背
景
及
び
 

文
化
的
背
景
に
精
通
す
る
こ
と
と
い
う
最
小
限
の
学
問
 

的
な
要
求
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
「
宗
派
的
な
」
 

八
ぉ
 0
 
（
 
曲
 
Ⅰ
 
ぎ
コ
 
V
 も
の
を
 含
 

む
 非
常
に
多
種
多
様
な
見
方
や
方
法
論
を
許
容
す
る
か
 

ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
。
西
洋
以
外
 

の
 宗
教
の
一
つ
に
関
し
て
早
急
に
専
門
家
に
な
ろ
 

う
と
し
 て
い
る
西
洋
の
学
者
や
、
自
分
自
身
の
宗
教
的
伝
統
と
 

の
み
も
っ
ぱ
ら
 
関
 

わ
っ
て
い
る
ア
ジ
ア
人
の
宗
派
的
学
者
は
、
こ
の
言
葉
 

が
 自
分
の
研
究
を
も
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
 

点
を
好
ん
で
強
調
 

す
る
。
 

B
 
 「
宗
教
の
歴
史
」
八
日
 

降
 。
に
。
 片
 Ⅰ
 
色
 斉
田
 
o
 
コ
 V
 
 
（
 
単
数
形
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
シ
ャ
ー
 

マ
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
 

げ
 る
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
研
究
の
よ
う
な
、
神
話
、
象
徴
、
 

儀
礼
に
関
す
る
学
問
的
研
究
。
 

多
く
の
西
洋
諸
国
で
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
非
常
に
一
 

般
 的
に
な
っ
た
。
西
洋
的
な
哲
学
や
科
学
及
び
マ
ル
ク
ス
 

主
義
的
な
哲
学
 

や
 科
学
の
両
方
あ
る
い
は
一
方
を
 
、
 客
観
的
普
遍
的
実
 

@
 
，
 
@
 
，
在
 
ま
た
は
客
観
的
普
遍
的
真
理
へ
と
導
く
最
良
の
ガ
イ
 

ド
 で
あ
る
と
考
え
 

て
い
る
人
々
 
ほ
 、
自
分
の
思
 う
 と
お
り
の
も
の
を
、
神
話
 
や
 象
徴
や
儀
礼
の
い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
、
科
学
的
研
究
 

」
と
し
て
展
開
し
 

よ
う
と
 企
て
る
。
我
々
は
、
宗
教
学
を
学
ぶ
 学
生
た
ち
が
誘
惑
さ
れ
て
こ
の
 
ょ
 う
な
落
し
穴
に
陥
ら
 
な
い
よ
う
に
警
告
 (162)  

 

か
し
な
が
ら
、
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
 
ヨ
 ー
ガ
研
究
が
例
証
し
 て
い
る
 よ
う
 に
 、
 個
々
の
宗
教
を
人
類
の
宗
教
経
験
全
体
 と
い
う
観
点
か
ら
 

1
6
 



ミルチア・ 笘リ ァ一デ 

n
-
u
 

体
系
的
 

従
来
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
体
系
的
研
究
が
試
み
ら
れ
て
 

き
た
。
そ
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
優
れ
て
い
る
の
は
、
 

現
象
学
的
研
究
 

（
ヴ
ァ
ン
・
 

デ
 ・
レ
ー
ク
）
、
社
会
学
的
研
究
（
 

ヴ
ア
 
ッ
 ）
、
形
態
学
的
研
究
（
エ
リ
ア
ー
デ
）
 

、
 
及
び
歴
史
学
的
 

研
究
（
ク
ル
ト
・
 

 
 

 
 

 
 

ル
ド
ル
フ
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
体
系
の
ほ
と
ん
ど
は
 

、
宗
教
現
象
学
者
が
判
断
停
止
の
原
理
と
呼
ん
で
い
る
 

も
の
に
、
す
な
わ
 

ノ
 
@
 
ギ
ナ
 

@
 
ソ
ス
 

ザ
 
4
 
フ
セ
ソ
 

シ
 
ャ
プ
 

Ⅰ
 

能
な
 
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
「
比
較
宗
教
」
と
い
 

う
 
@
 
葉
は
、
三
階
建
て
の
家
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
学
問
 

を
 
構
想
し
て
い
た
 

学
者
た
ち
の
間
で
一
般
的
に
な
っ
た
。
こ
の
学
問
は
ま
 

ず
、
 
個
々
の
宗
教
の
単
純
な
歴
史
的
研
究
か
ら
始
ま
り
、
 

次
に
、
こ
の
よ
う
 

な
 
研
究
に
基
づ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
宇
宙
論
、
神
学
、
 

倫
 
理
学
、
さ
ら
に
は
象
徴
や
儀
礼
を
分
類
す
る
と
い
う
 

仕
 
妻
 
が
行
わ
れ
、
 

最
 

後
に
漸
く
、
一
定
の
客
観
的
諸
基
準
１
１
哲
学
、
心
理
 

学
 
、
人
類
学
、
さ
ら
に
は
神
学
さ
え
も
に
従
っ
て
 

諸
 々
の
異
な
っ
た
 

宗
 

教
的
 
体
系
の
比
較
が
行
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

一
 
八
九
三
年
に
シ
カ
ゴ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
万
国
宗
教
 

大
会
以
来
、
比
較
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 



  

も
ち
・
ろ
ん
、
あ
る
種
の
ホ
モ
，
レ
リ
 
ギ
 オ
ー
ス
ス
た
ち
 は
こ
れ
に
付
け
加
え
て
、
意
識
の
最
高
 往
 状
態
、
つ
ま
り
 純
粋
な
存
在
者
の
 

エ
リ
ア
 一
デ
 は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。
 

て ェ お 現 
" り い さ こ 

い死怖同ホ ろ は 、 じモ、 。 つ ま ァて l 非たょ れ の   
: 的 に 題 と   うら る 剣 こ 

。 諾 約 希 べ、 ㌧う こ に の   学 ; 。 と 寿 言 

態 構 " の で ら 我 概 の し を え 葉 
と 戊 確 直 あ れ 々 要 範 か 余 る は 
し さ 信 接 っ て が は 囲 し 蔵 人   
て れ を の な な な 々 「 
" る 百 子 たい 。 る宙百 宇 「 木 が く に 間 

そ 死 現 孫 0 科 
の 後 し た 彼 は新 「 隠辞 
き め て ち 生 し さ 書 
ま 生 い も 涯 い れ 的 
受 な る ま の ヒ た 体 
げ と   ナ， Ⅰ 最 ュ 意 糸   
八 % す   
れ し な         

瞬 ニ 解 の ぎ汀 仲酌」ている （・ 日の世 用いら h 
間 ズ 読 時 。 あ 昇 れ ど   …原初 られる 死を て ね ち、 に ム す 代 る に て 壬 

べ 克 元 以 至 」 る の い お き V 
き 服 の 来 る の た 間 は い た る 
で   し 恐 ホ、 ま 屋 め に 
あ ょ 価 モ、 で 開 の 展 
ろ う や   、 へ 最 開 るいは ては、「 間｜ 文化 

と と 生 レ Ⅰ ヤ ク こ と も さ 「 間 宗教この 的、 
いす ぅる 命り の ギ、 ・                 
確 希 破 ォ、 う な な ヱ 

に 導 迫 り 宗教 対 ｜ 的 」 ような 宗教的 

信望 " " 居 的 @ ス、 信く具ア 
じ 一 こ さ な ス、 の l 的 異 話は 意味 に 」 

の ら 絶 を て つ 一 デ   
よ に 滅 支 い の つ の ぎ 青手 興 八ハ にお ム仏る @ 
ぅ は に 配 た 道 で 多 
な 、 さ し 。 具 あ く 

も 生 え 続 す で り の r.q 上 ではあ （の げる比 背景 や 

0 合 両 げ な あ 、 f 乍 
を め げ て わ る さ 品 
や 本 々 き 

は 減 れ た ちと 、 い た 今 の中   
我 ぅ 日 で、 
々 こ の 明 と も疑持 、 いつ な 対 
の と 世 確 そ も 八 話   す が 界 に 
べ   

れ な 々 と 

て 不 悉 に に 表 は く が い 
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註
 

 
 

 
 

 
 

@
o
 

ま
 V
 、
す
な
わ
ち
 

個
 

 
 

 
 

仁
ひ
ぺ
円
 

リ
ア
ー
デ
の
概
念
の
強
 

e
 
Ⅱ
 
s
.
 
 

る
甘
 
い
 
-
 

の
的
 

0
@
 

ゃ
 
）
 
宙
 
@
n
e
,
1
9
7
1
-
 

を
参
照
。
 

（
 
4
 
）
彼
ら
は
三
十
年
間
も
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
 

 
 

（
保
呂
 

篤
彦
訳
 

）
 

覚
知
に
ま
ぞ
い
か
に
し
て
到
達
す
る
か
を
学
ぶ
こ
と
は
、
 

我
々
す
べ
て
の
問
題
で
あ
る
と
 
言
 5
 で
あ
ろ
う
。
（
 め
由
曲
 

Ⅰ
の
・
 
，
 
由
も
き
も
 

～
上
ロ
 

亜
め
 
「
が
 
コ
 Ⅰ
日
田
ぎ
さ
も
 

も
雨
 
社
町
～
も
め
求
め
 

叢
、
 
プ
 
レ
 ～
」
 

オ
め
 
ポ
む
め
 

～
 ～
も
っ
）
 

晃
 巧
馬
～
 

滝
ぎ
湧
 。
 再
 Q
 
～
 
s
o
 
豊
 Q
n
 
～
 黛
簿
旧
 さ
 豊
 Q
n
 
～
 
、
 0
 
年
：
 
目
 呂
 ・
 パ
円
繕
斡
麓
走
が
 

口
之
 
の
 
臣
ぺ
 0
 葉
 -
 緑
お
ヨ
 二
瓦
 
且
こ
ざ
ロ
 
。
や
二
）
木
村
 
勝
彦
訳
「
黎
明
を
待
ち
つ
つ
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
 と
 ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
 

1
,
 
ス
ス
 」
 日
ュ
リ
イ
 
小
リ
 
b
 せ
 o
 
）
・
 
お
ム
 ハ
ェ
Ⅱ
 
ノ
 マ
ノ
ー
デ
 

特
 集
号
 V
 昭
和
六
十
一
年
九
月
、
 
つ
つ
 
・
 N
A
o
l
N
 

綾
 ・
引
用
 箇
所
は
 ワ
い
 の
 
べ
 ・
）
 

 
 

い
か
か
の
一
人
で
あ
っ
た
と
、
我
々
は
深
く
確
信
し
て
 

い
る
。
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0
 
円
宗
教
研
究
し
編
集
委
員
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
二
年
三
月
一
一
日
（
水
）
午
後
六
時
 

場
所
 -
 学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
 -
 井
上
順
孝
、
江
島
忠
致
、
金
井
新
 三
 、
田
島
照
久
、
 月
水
 昭
 

男
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
華
 園
聴
磨
 、
脇
本
甲
 也
 

議
題
 

一
 、
円
宗
教
研
究
」
第
六
 
0
 巻
 第
二
 輯
 
（
 
棚
号
 ）
、
同
第
六
 
0
 巻
 第
三
 

輯
 
（
別
号
）
刊
行
報
告
。
 

一
 、
 5
 宗
教
研
究
 b
 第
六
 0
 巻
 第
四
韻
（
Ⅲ
 号
 ）
・
同
第
六
一
巻
 第
一
 

輯
 
（
Ⅲ
 号
 ）
刊
行
予
定
報
告
。
 

一
、
 ョ
宗
教
研
究
 ヒ
 第
六
一
巻
第
二
鞘
（
㈹
 号
 ）
、
同
第
六
一
巻
 第
三
 

輯
 
（
Ⅲ
 
号
 ）
編
集
方
針
。
 

0
 常
務
理
再
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
二
年
四
月
一
八
日
（
土
）
一
時
半
ち
二
時
 

場
所
 -
 学
士
会
館
本
郷
分
館
八
号
室
 

出
席
者
 -
 安
斉
 伸
 、
 井
門
富
 二
夫
、
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
 上
田
 閑
 

照
 、
金
井
新
 三
 、
後
藤
光
一
郎
、
竹
中
信
 常
 、
田
丸
 徳
善
 、
 

中
川
秀
 恭
 、
藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
昭
和
六
二
年
度
日
本
宗
教
学
会
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
日
 程
の
 

決
定
 

五
月
七
日
（
水
）
投
票
資
格
（
会
費
納
入
状
況
）
に
つ
い
て
 
の
 

口
内
 
ト
 

圭
十
 

ム
ム
 

通
知
発
送
 

-
 
八
月
Ⅰ
八
日
（
土
）
有
権
者
資
格
締
切
 

六
月
一
 セ
日
 （
水
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
有
権
者
資
格
認
定
）
 

七
月
八
日
（
水
）
投
票
用
紙
発
送
 

八
月
八
日
（
土
）
投
票
受
付
け
締
切
 

八
月
一
五
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
開
票
）
 

九
月
四
日
（
金
）
当
選
者
の
辞
退
中
山
締
切
 

九
月
一
八
日
（
金
）
評
議
員
選
考
委
員
会
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
 田
 九
徳
 善
 氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
二
年
四
月
一
八
日
（
土
）
午
後
二
時
 り
 四
時
 

場
所
 -
 学
士
会
館
本
郷
分
館
八
号
室
 

出
席
者
 -
 安
斉
 伸
 、
 井
門
富
 二
夫
、
石
田
慶
和
、
上
田
賢
治
、
 植
田
重
 

雄
 、
上
田
 閑
照
 、
金
井
新
三
、
窪
 徳
忠
 、
小
池
長
文
、
後
藤
 

光
一
郎
、
佐
 木
 秋
夫
、
竹
中
信
 常
 、
田
丸
 徳
著
 、
中
川
秀
 

恭
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
知
日
、
松
木
晴
一
、
 

真
野
 龍
海
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
平
他
、
渡
辺
安
陽
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
四
六
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
一
六
日
 @
 十
八
日
の
間
、
立
教
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
る
 6
7
)
 

と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
立
教
大
学
の
藤
田
富
雄
教
授
よ
り
報
告
 さ
 

u
 

6
7
 

ね
 、
了
承
さ
れ
た
。
 

 
 

な
お
、
日
程
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 



九
月
一
山
八
日
（
水
）
公
開
講
演
、
理
事
会
 

九
月
一
七
日
（
木
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
 

九
月
一
八
日
（
金
）
研
究
発
表
、
総
会
、
懇
親
会
 

発
表
申
込
み
締
切
は
七
月
四
日
、
発
表
概
要
の
締
切
は
七
月
三
 

一
日
。
 

一
 、
昭
和
六
二
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
、
上
田
賢
治
、
金
井
新
 三
 、
長
谷
 正
 

当
の
三
氏
が
昨
年
に
引
続
 き
 選
任
さ
れ
、
岡
田
重
晴
、
早
 
島
 鏡
 

正
 、
松
本
 皓
一
 、
山
形
孝
夫
の
四
氏
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
人
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
四
二
名
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

0
 第
四
一
回
 九
 学
会
連
合
大
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
二
年
五
月
一
 0
 日
 （
日
）
午
前
九
時
五
 
0
 分
 ｜
 午
後
 

五
時
一
 0
 分
 

会
場
 -
 昭
和
女
子
大
学
 

本
学
会
か
ら
は
、
石
井
研
士
民
 が
 
「
都
市
化
と
神
社
」
の
題
で
 発
表
を
 

行
っ
た
。
当
日
の
理
事
会
に
は
薗
田
稔
氏
が
出
席
さ
れ
た
。
 

0
 新
入
会
員
 

正
利
 
博
規
 
宇
都
宮
大
学
非
常
勤
講
師
Ⅲ
練
馬
区
三
原
 ム
ロ
一
一
 

｜
｜
 

一
一
 ｜
三
 0
1
 二
 0
 二
 

朝
井
 か
お
る
北
海
道
大
学
大
学
院
㎜
札
幌
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A Philosophy of Religious Pluralism 

Hiromasa MASE 

ABSTRACT: The relation between human response to the ultimate 
divine Reality and the cumulative religious traditions within which 
this occurs, has produced many different thoughts. The main thoughts 
are three in number. The first, which we may call "exclusivism", 
relates salvation/liberation/satori/kensh6 exclusively to one particular 
tradition. The second, which we may call "inclusivism", sees this as  
taking place within the contexts of all the other great world tradi- 
tions, but regards this, though it happens, as the source of salvation 
in one particular tradition. The third, which we may call "pluralism", 
accepts that this is taking place within all the great religious tradi- 
tions, so that it frankly acknowledges that there is a plurality of 
saving human responses to the ultimate divine Reality. 

Today's major discussion of forming a theology of religions or a 
world theology seems to circle around and reflect religious pluralism 
as  a comparably simpler and more realistic model of thought. Religious 
pluralism is the view that there is not merely one way but a plurality 
of ways of salvation/liberation/satori/ke~~sho^. In other words, there is 
a plurality of divine revelations making possible a plurality of forms 
of saving human response. 

Thus the main thing to do in this article is to provide a philosoph- 
ical framework for religious pluralism and justify it as a new chapter 
of modern philosophy of religion. 



The Philosophy of Absolute Nothingness 

in West Germany 

-Concentrating on the Study on 
NISHITANI by H. WALDENFELS- 

Kiyoshi HIM1 

ABSTRACT: In West Germany many studies on the philosophy of 
absolute nothingness have been made and from among them this paper 
considers the study on Keiji Nishitani by H. Waldenfels. 

Waldenfels has made it his theme to accomplish mutual understand- 
ing between Buddhism and Christianity. The philosophy of absolute 
nothingness, which he regards as  a remarkable philosophical develop- 
ment of Buddhist thought, is an important representative on the side 
of Buddhism. 

At first this paper will discuss how he values the philosophy of 
absolute nothingness among the tradition of Buddhist thought and how 
highly he regards Nishitani's thought from the viewpoint of its mod- 
ern characteristic, especially in relation to Kitaro Nishida. 

Next this paper wants to look over how largely he has accepted 
Nishitani's theory on absolute nothingness or "6unyata" and how he 
has brought abundant fruits into the theological research and has built 
means by which a deeper dialog with Buddhism can be developed. It 
is most important that he intends, following Nishitani, to think per- 
sonality again from the standpoint of "Biinyata" and from there he 
will develop the possibility of the new experience, not only about 
human relations but also about the relation between God and man. 

Key Words: absolute nothingness, SClnyata (emptiness), dialog, Keiji 
Nishitani, Hans ' Waldenfels, nihilism, egotekikankei (circuminsessional 
relation). kenbsis (emptying), ekkenbsis (self-emptying) 



The re l ig iousness  in Heidegger ' s  phi losophy 

Hiroshi TAKEHARA 

ABSTRACT: Heidegger mentions that one of the characteristics 
of modern times is the "Entgotterung." The "Entgotterung" is the 
state of loss of decision with regard to the god and the gods. And 
he says that this occurrence causes bring about the religious relation 
with god. 

Heidegger has a view that modern times is the epoch of subjectiv- 
isme which began from Decarte and Nietzsche accomplished. In a 
word, modern times is the epoch of objection of the world with the 
schema of subjest-object relation. 

Heidegger says that on the ground of this, Nihilisme is given rise 
to. Nihilisme is not the loss of supreme vale, as  Nietzsche insisted, 
but the concealment of Being. Within the original openness of Being, 
the human being and the god form the mutual dependent play space. 
By the conealment of Being caused by the objectivation of the world 
caused by uprising of modern subjectivisme, the relation of human 
being and god is changed into the relation between a believer and 
the god, and the relation with god became insided. This is the 
religiousness Heidegger insists. 



Nishida Philosophy and Dogen's Zen 

Gen'yu SUGIO 

ABSTRACT: In his later years, Kitaro Nishida refers to Dogen 
often in his articles, perhaps because he was opposed to Hajime 
Tanabe's studies in Dogen. Nishida KitarB wrote in a number of 
places regarding Dogen. Nishida had ardently sat in zazen during his 
youth, and it was thus not a t  all strange that he later showed an 
interest in Dogen. Only, rather than reading Dogen faithfully and in 
detail, he seems to have been attempting a forced interpretation of 
Dogen by his own philosophical logic. Though regrettable, his forced 
interpretation may have been natural for him. We must allow for 
his place a s  a highly creative thinker. 

It seems difficult to apply Nishida's logic of zettaimujunteki-jikodoitu 
(self-identity in absolute contradictory) dirrectly to Dogen, who never 
viewed human beings a s  mere common mortals. However, both Dogen 
and Nishida were agreed that the choetuteki-issha (the Absolute Being), 
in Nishida's term, gives forms to all things in nature as its self- 
limitation and self-expression. Therefore, we may say that Nishida's 
logic is of great use for the understanding of Dogen, especially for 
the precise interpretation of the Shobogenzo. 



Hermeneutics and the Analysis of Religious Speech 
-Dealing Chiefly with a Textual Analysis of Genesis- 

Keiichi KOBAYASHI 

ABSTRACT: It is the chief task of hermeneutics to read texts and , 

interpret what they means, to extract meaning and denotation from 
the text. So-called philosophical structuralists, however, deny the de- 
notative aspect of texts, and say that by extracting the fundamental 
structure of the text, similar structures can be discovered apart from 
the text, in such other areas as  social structure. 

But in this kind of deep search, only one aspect of the textual 
structure is emphasized, with the result that the text is not being 
read in its entirety. In the posture of reading a text, it thus appears 
that several semiological approaches are appropriate. 

In this context, when structuralist Edmund Leach's analyses of sev- 
eral tales within the biblical account of creation are compared and 
analyzed based on semiological methods, it appears-per expectation 
-that the latter is the more trustworthy method. In addition, struc- 
turalists deny the "denotative" nature of language, but the fact that 
texts have denotation can also be confirmed through the semiological 
approach. As a result, from the standpoint of hermeneutics, which 
places heavy emphasis on this denotative aspect, it appears that the 
semiological analysis of texts is both fruitful and necessary. 



The Dimension of Depth and the Horizon of Reason 

Akira OMINE 

ABSTRACT: Heidegger and Tillich considered the spiritual condition 
of the modern world as  a matter of a loss of the "dimension of depth." 
This expression declares on the one hand that the problems of the 
modern world are in i Tsence religious problems, while on the other 
hand it declares that t,..t problem of religion is not merely a problem 
of human consciousness, uut the problem of human existence itself. 
The loss of the dimension of depth thus means the problem of religion 
in these two overlapping senses. 




