
先
ず
序
論
「
組
織
神
学
の
樹
立
と
神
学
者
の
育
成
」
で
、
著
者
 は
、
神
 

上
田
賢
治
 著
 

神
道
神
学
組
織
神
学
へ
の
序
章
 

大
明
堂
昭
和
六
一
年
十
月
六
日
発
行
 

A
5
 版
 
甑
 二
三
二
頁
二
五
 0
0
 円
 

右
腕
 
慶
総
 

冒
頭
か
ら
私
事
で
恐
縮
だ
が
、
評
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
神
学
 を
 勉
強
 

し
て
い
る
の
で
、
「
神
道
」
に
つ
い
て
は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
 る
 。
従
っ
 

て
 上
田
賢
治
氏
の
こ
の
労
作
が
斯
界
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
 め
て
お
ら
 

れ
る
の
か
見
当
も
っ
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
素
人
目
で
本
書
 を
 拝
見
す
 

る
 限
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
考
え
方
と
随
分
似
て
い
る
よ
う
 な
 気
が
す
 

る
 。
根
本
的
な
信
仰
の
違
い
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、
 多
 く
の
点
で
 

共
に
「
神
学
し
を
構
築
す
る
営
み
に
お
い
て
「
連
帯
」
が
可
能
 で
あ
り
、
 

神
墓
両
 
数
間
の
真
の
意
味
で
の
対
話
・
交
流
に
本
書
は
大
ぎ
く
 貢
献
し
得
 

る
の
で
は
な
い
か
、
 
と
 言
 う
 の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
私
事
 は
さ
て
お
 

き
 、
大
変
 暦
越
 で
は
あ
る
が
 
放
 て
本
書
を
紹
介
し
、
 
ニ
 、
三
惑
 じ
た
所
を
 

付
加
し
よ
う
。
 

書
評
と
紹
介
 

第
一
章
「
方
法
と
し
て
の
神
学
」
で
は
、
「
宗
教
研
究
の
方
法
」
 

「
 神
 

道
 研
究
と
宗
教
学
」
と
の
関
係
、
「
神
道
研
究
の
方
法
」
の
 三
 点
が
論
じ
 

ら
れ
る
。
第
一
点
に
関
し
て
は
、
「
 

学
 」
一
般
の
属
性
と
さ
れ
る
 、
「
客
観
 

性
 
・
実
証
性
・
普
遍
性
」
（
 
二
 0
 頁
 ）
と
、
主
体
の
深
い
か
か
 わ
り
な
し
 

は
 は
あ
り
得
な
い
「
価
値
の
世
界
」
を
な
す
信
仰
、
お
よ
び
そ
 の
 
「
自
覚
 

的
 
・
理
性
的
反
省
の
集
大
成
」
（
九
頁
）
で
あ
る
神
学
と
の
 緊
 張
 関
係
を
 

踏
ま
え
な
が
ら
、
「
統
一
的
・
 

力
 動
的
な
宗
教
現
象
を
、
総
合
 的
 
・
組
織
 

的
に
捉
え
る
一
般
宗
教
学
を
可
能
に
す
る
方
法
」
（
二
五
 ｜
二
 六
頁
）
が
 

求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
一
宗
教
へ
の
絶
対
的
 
実
存
的
な
 

信
仰
体
験
の
中
で
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
自
己
疎
外
的
な
条
 位
ヒ
 
公
一
 

り
 

 
 

八
頁
）
の
下
に
探
求
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
第
二
点
で
ほ
 、
 
「
 神
道
」
と
㏄
 

称
さ
れ
る
現
象
の
分
類
が
示
さ
れ
た
後
、
学
と
し
て
の
「
神
道
 
 
 

分
野
・
領
域
が
考
察
き
れ
て
い
る
。
次
い
で
「
宗
教
学
」
と
「
 神
道
学
」
 

道
 に
お
け
る
組
織
的
な
神
学
の
樹
立
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
 強
 詣
 す
る
。
 

一
般
に
「
神
道
」
に
は
特
定
の
「
教
義
」
が
な
く
、
ま
た
そ
の
 様
な
も
の
 

を
 立
て
な
い
こ
と
が
本
領
と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
著
者
 は
 、
 正
に
そ
 

れ
だ
か
ら
こ
そ
「
神
学
」
が
必
要
だ
と
言
 う
 。
つ
ま
り
、
教
義
 を
 立
て
る
 

べ
 き
 で
な
い
と
の
主
張
自
体
が
 、
 実
は
一
定
の
組
織
神
学
を
暗
 に
 前
提
と
 

し
て
い
る
論
議
で
あ
り
、
著
者
は
、
こ
の
、
事
実
と
し
て
既
に
 実
在
し
て
 

い
る
組
織
神
学
の
「
概
念
化
」
が
必
要
だ
と
力
説
す
る
。
そ
し
 て
こ
の
 +
 
エ
 

張
の
具
体
的
な
一
例
と
し
て
、
神
社
本
庁
の
円
敬
神
生
活
の
綱
 領
 ヒ
並
び
 

に
そ
の
日
解
説
 ヒ
 
（
稿
本
）
の
持
っ
神
学
的
問
題
点
、
特
に
こ
 

ね
 ち
に
 対
 

す
る
本
庁
の
「
手
続
」
、
そ
の
基
本
的
態
度
の
不
備
を
取
り
上
げ
 
る
 。
 



と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、
両
者
を
「
抱
接
・
 被
抱
 摂
の
関
係
」
（
 三
九
頁
）
 

に
置
く
の
で
ほ
な
く
、
相
対
的
に
独
立
し
た
学
と
し
て
理
解
し
 よ
 う
と
す
 

る
 試
み
が
提
示
さ
れ
、
更
に
一
歩
を
踏
み
込
ん
で
、
両
者
の
根
 本
 的
な
相
 

遠
 点
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
に
 ょ
 れ
ば
、
宗
教
学
が
 
「
「
ル
ル
 

較
 

法
 」
を
そ
の
 
学
 成
立
の
根
本
条
件
」
三
元
 頁 ）
と
し
て
い
る
 の
に
対
し
 

て
 、
個
別
宗
教
研
究
の
学
、
例
え
ば
神
道
学
は
、
信
仰
が
単
に
 主
観
的
 現
 

象
 で
は
な
く
、
人
間
共
同
体
に
共
通
な
客
観
的
事
実
で
あ
る
 限
 り
に
お
い
 

て
 、
比
較
法
の
導
入
を
可
能
と
す
る
に
し
て
も
、
「
比
較
 法
 」
 を
そ
の
 学
 

成
立
の
根
拠
に
持
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
相
違
点
が
あ
る
。
 
更
に
筆
者
 

は
 、
神
道
研
究
に
対
す
る
宗
教
学
の
影
響
を
、
神
道
 史
 、
祭
祀
 学
及
び
 神
 

社
史
、
神
学
文
献
学
、
の
諸
分
科
に
わ
た
っ
て
一
瞥
す
る
。
 最
 後
に
 、
方
 

法
論
の
問
題
に
つ
い
て
、
宗
教
学
の
任
務
（
目
的
）
を
普
遍
 法
 則
の
発
見
 

に
あ
る
と
し
た
上
で
、
果
た
し
て
 宗
敢
学
が
 
、
科
学
の
名
の
下
 に
一
般
法
 

則
 さ
の
み
追
求
し
、
「
具
体
的
な
宗
教
を
、
そ
の
個
別
の
相
に
 お
い
て
 説
 

明
し
う
る
学
問
」
（
 四
 0
 頁
 ）
と
な
っ
て
い
な
い
所
に
問
題
は
 な
い
か
と
 

疑
問
を
投
げ
る
。
更
に
、
現
状
で
は
、
宗
教
学
は
そ
れ
自
体
と
 し
て
自
律
 

せ
ず
、
 他
 学
か
ら
の
方
法
や
研
究
者
の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
か
 。
こ
の
事
 

態
は
 、
結
局
、
宗
教
が
そ
の
内
実
に
他
の
現
象
と
異
な
る
特
性
 
特
質
を
 

持
っ
て
い
る
こ
と
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
原
因
す
る
の
 で
は
な
い
 

か
 。
そ
し
て
正
に
こ
の
様
な
特
性
・
特
質
を
捉
え
る
独
自
の
方
 法
 が
神
学
 

で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
西
洋
で
の
「
宗
教
学
」
と
「
キ
リ
ス
ト
 諸
苦
 十 」
 

と
の
不
幸
な
関
係
に
災
い
さ
れ
て
、
「
神
学
」
が
「
宗
教
学
に
 無
縁
と
 @
=
 

白
 

ぅ
よ
 り
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
障
碍
と
し
て
さ
え
認
識
さ
れ
、
 
宗
教
学
 

（
狭
義
）
の
研
究
者
か
ら
取
捨
て
ら
れ
て
い
る
」
（
四
九
頁
）
 

こ
 と
を
 疑
 

第
一
二
 
早
 「
心
理
学
と
の
 
出
 ム
ス
 
い
 Ⅰ
は
、
神
学
の
重
要
な
素
材
の
 一
つ
で
 

あ
る
「
人
間
」
の
神
学
的
理
解
に
関
す
る
も
の
で
、
ス
コ
ラ
 神
 学
で
 舌
口
 
ぅ
 

と
こ
ろ
の
「
人
間
論
」
に
当
た
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
 筆
 諸
本
来
の
 

専
攻
分
野
で
あ
っ
た
宗
教
心
理
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
 オ
 ル
ポ
 @
 ト
 

0
 人
格
理
論
の
宗
教
理
解
へ
の
貢
献
、
自
己
愛
を
罪
と
す
る
 キ
 リ
ス
ト
 教
 

人
間
観
に
対
す
る
ロ
ジ
ャ
ー
 ズ
 の
批
判
、
神
道
と
ロ
ジ
ャ
 l
 ズ
 の
 カ
ウ
ン
 

セ
リ
ン
グ
の
あ
り
方
、
「
 罪
 」
の
心
理
学
的
理
解
並
び
に
神
道
 に
お
け
る
 

罪
の
問
題
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
評
者
に
ほ
関
心
は
あ
 る
が
一
番
 

間
祝
す
る
。
 

   
 

 
 

 
 

第
三
点
の
「
神
道
研
究
の
方
法
」
は
、
加
藤
 玄
智
 博
士
の
向
 神
 道
の
宗
の
 

ゑ
 発
達
史
的
研
究
 ヒ
に
 対
す
る
著
者
上
田
氏
の
書
評
の
形
で
論
 述
 さ
れ
た
㏄
 

も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
博
士
に
よ
る
宗
教
の
「
定
義
」
を
求
め
 る
た
め
の
 

分
類
法
に
触
れ
、
さ
ら
に
そ
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
「
進
歩
」
 の
 概
念
を
 

検
討
す
る
。
筆
者
に
 よ
 れ
ば
、
「
進
歩
」
を
示
す
、
博
士
の
指
 標
 に
は
、
 

管
的
要
素
、
信
仰
対
象
の
範
囲
も
し
く
は
次
元
、
信
仰
対
象
の
 人
格
性
の
 

有
無
の
三
尺
度
が
あ
る
が
、
第
一
の
 智
的
 要
素
、
つ
ま
り
合
理
 性
を
基
準
 

に
 宗
教
の
進
歩
の
程
度
を
測
る
こ
と
に
は
大
き
な
疑
問
が
あ
り
 、
第
二
、
 

第
三
の
尺
度
と
か
か
わ
り
の
あ
る
「
天
然
崇
拝
」
、
「
 

物
 店
数
（
 ア
ニ
マ
 テ
 

イ
ズ
ム
）
」
に
関
す
る
理
解
の
仕
方
、
並
び
に
「
多
神
教
」
か
ら
 
よ
り
 

倫
理
的
な
「
一
神
教
」
へ
と
進
む
と
す
る
進
化
論
的
「
 神
観
 」
 の
 捉
え
 方
 

な
ど
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
史
学
の
発
達
史
的
図
式
に
よ
る
先
入
 主
が
 博
士
 

の
 思
想
に
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
 



書評   紹介 

疎
い
分
野
で
あ
る
。
 

最
後
の
第
三
章
「
神
道
信
仰
の
構
造
」
こ
そ
、
本
書
の
言
わ
ば
 中
核
を
 

な
す
部
分
で
、
神
道
「
組
織
神
学
」
の
構
築
を
試
み
よ
う
と
す
 る
 野
心
的
 

労
作
で
あ
る
。
第
一
論
文
「
神
道
」
は
 、
 言
わ
ば
総
論
で
あ
っ
 て
 、
「
 神
 

論
 」
、
「
宇
宙
論
」
、
「
存
在
論
」
と
も
言
う
べ
 

き
 論
議
が
展
開
さ
 れ
る
。
 第
 

三
論
文
「
祭
神
」
お
よ
び
第
三
論
文
「
 天
 庶
生
皇
大
御
神
号
」
 は
、
 言
わ
 

，
は
 
、
「
聖
典
解
釈
学
（
ヘ
ル
マ
ネ
 ウ
 テ
ィ
 こ
 」
に
当
た
る
も
の
 で
、
信
仰
 

の
 立
場
か
ら
神
話
的
要
素
を
ど
 う
 解
釈
す
る
か
が
具
体
的
に
述
 べ
ら
れ
る
 

は
ず
で
あ
る
が
、
勿
論
筆
者
は
、
こ
こ
で
聖
典
解
釈
学
を
直
接
 に
 取
り
扱
 

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
理
論
の
面
で
の
突
っ
込
み
が
多
少
 物
足
り
た
 

い
 感
を
受
け
る
。
第
四
論
文
「
神
と
人
」
で
、
神
道
に
お
け
る
 神
と
人
及
 

び
 自
然
の
三
者
の
連
続
性
の
主
張
が
、
逸
脱
を
批
判
す
る
形
で
 
擁
護
 さ
 

ね
 、
再
び
「
神
韻
」
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

以
上
が
、
評
者
が
理
解
し
た
限
り
で
の
本
書
の
要
約
で
あ
る
。
 そ
の
 詳
 

細
魚
に
対
し
て
一
々
論
評
を
加
え
る
用
意
は
な
い
が
、
通
読
 中
 に
 感
じ
た
 

二
、
三
の
疑
問
を
呈
し
て
評
に
替
え
た
い
と
思
う
。
 

先
ず
、
「
神
学
は
簡
潔
に
言
え
ば
、
信
仰
の
弁
証
 学
 」
（
 一
 
0
 頁
 ）
で
あ
 

る
か
ら
、
信
仰
の
重
要
さ
が
強
調
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
が
、
 し
 か
し
、
 そ
 

も
そ
も
神
道
に
と
っ
て
信
仰
と
ほ
何
か
。
ま
た
そ
れ
は
「
本
来
 、
 神
々
に
 

よ
っ
て
導
か
れ
、
与
え
ら
れ
る
も
の
」
（
九
頁
）
と
さ
れ
て
い
 る
ぃ
 が
 、
 

我
々
は
果
た
し
て
個
々
の
「
信
仰
 L
 を
ど
の
様
に
し
て
神
々
 か
 ら
 与
え
 も
 

れ
た
も
の
と
し
て
知
る
事
が
で
き
る
の
か
。
筆
者
は
明
ら
か
に
 
「
正
し
い
 

信
仰
」
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
区
別
を
前
提
と
し
て
お
ら
れ
る
 よ
う
だ
が
 

（
 
九
｜
一
 0
 頁
 参
照
Ⅰ
誰
が
、
ど
の
様
な
基
準
に
基
づ
い
て
そ
 
れ
を
判
定
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概
念
に
は
多
少
の
揺
ね
が
あ
る
様
な
印
象
を
受
け
る
。
論
理
の
 七
 で
は
神
 

道
の
神
は
 
、
 例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
様
な
「
 神
 
（
 ゴ
ッ
 ト
 」
 臣
つ
 

ま
り
、
「
決
し
て
、
世
界
に
超
越
す
る
既
存
者
と
し
て
の
神
 、
 し
た
が
っ
 

て
 、
造
物
主
と
し
て
の
絶
対
 神
 、
或
は
唯
一
神
で
は
な
く
、
 

そ
 れ
が
た
と
 

え
 高
天
原
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
世
界
か
ら
言
え
 ぱ
 他
界
に
属
す
 る
 世
界
 だ
 

と
は
言
え
、
一
つ
の
世
界
に
内
在
す
る
 力
 
（
生
命
力
）
が
 、
ち
 よ
 う
ど
 柿
 

の
 木
に
そ
の
実
が
な
る
よ
 う
 に
 、
 成
り
出
で
ま
し
た
 神
 な
の
で
 あ
る
。
 有
 

 
 限

で
相
対
的
な
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
に
多
神
…
…
」
（
一
六
 七
頁
、
 傍
 

点
 評
者
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
信
仰
実
践
の
 七
 で
は
、
 

「
神
と
人
」
（
 二
 0
 
九
｜
 二
八
頁
）
を
巡
る
論
議
か
ら
も
伺
え
る
 様
に
 、
神
 

々
 は
 ・
 矢
 張
り
、
超
越
的
な
神
性
を
備
え
た
者
と
考
え
ら
れ
て
 い
る
（
 
一
 

五
二
頁
参
照
 ス
 
勿
論
ど
の
程
度
超
越
的
で
あ
る
か
と
言
 う
点
 で
は
、
 
議
 

論
 は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
信
じ
る
人
々
の
心
理
 的
な
態
度
 

と
し
て
は
、
キ
リ
ス
卜
者
や
仏
教
者
ら
の
神
，
仏
に
対
す
る
 心
 情
と
 殆
ど
 

変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
神
々
が
 矢
 張
り
あ
る
意
味
で
「
 ゴ
ッ
ト
」
 

で
あ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
民
衆
レ
ベ
ル
で
は
暗
暗
裡
に
で
も
 -
 
刑
提
 と
さ
 

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
も
な
け
れ
ば
人
間
祭
祀
の
問
題
 自
身
が
意
 

味
 せ
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
神
道
の
神
々
を
単
に
「
 霊
 威
 が
強
大
 

な
も
の
」
（
三
一
八
頁
）
で
は
あ
る
が
人
問
と
同
質
の
者
と
し
 て
の
み
 理
 

解
す
る
の
は
実
情
に
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

最
後
に
、
筆
者
は
、
「
神
道
が
楽
天
主
義
、
現
世
肯
定
、
現
世
 中
心
の
 

思
考
 法
を
侍
 り
て
い
る
の
は
、
極
め
て
自
然
」
（
一
五
一
頁
）
 

で
あ
り
、
 

  

人
間
は
 、
 「
こ
の
世
界
に
生
き
て
あ
る
こ
と
で
、
す
で
に
救
わ
れ
 てい
る
」
 

（
五
三
頁
傍
点
評
者
）
と
言
わ
れ
る
。
確
か
に
神
道
が
そ
の
様
な
 
信
仰
を
 

抱
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
 矢
 張
り
 体
 

系
 的
な
神
学
の
問
題
と
し
て
見
た
場
合
、
現
存
在
は
そ
れ
ほ
ど
 「
 単
純
 肯
 

㍑
 
8
 

定
 」
（
一
五
一
頁
）
的
に
受
容
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
現
存
在
は
 本
質
的
に
の
 

 
 

悪
 で
は
な
い
に
し
て
も
何
か
重
大
な
、
根
本
的
欠
陥
を
持
っ
て
 い
る
こ
と
 

ぱ
 

は
、
 
我
々
の
歴
史
的
、
社
会
的
、
日
常
的
経
験
で
は
な
い
だ
 
ろ
 う
か
 。
 

「
人
間
が
神
の
生
み
の
子
で
あ
り
，
こ
の
世
界
も
ま
た
、
そ
の
 
造
 成
 の
は
 

じ
め
か
ら
、
祝
福
さ
れ
て
」
（
五
三
頁
 

-
 あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
 、
な
ぜ
、
 

ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
よ
う
な
欠
陥
の
経
験
が
生
じ
、
ま
た
そ
 れ
は
ど
の
 

よ
さ
に
実
質
的
に
克
服
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

以
上
が
評
者
の
初
歩
的
な
疑
問
で
あ
る
。
疑
問
自
体
不
勉
強
の
 致
す
と
 

こ
ろ
で
あ
る
の
は
勿
論
だ
が
、
本
書
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
 右
 の
 様
な
諸
 

点
は
 
つ
い
て
も
 神
 
・
 基
両
 界
の
討
論
と
対
話
が
深
め
ら
れ
評
者
 の
 蒙
が
 啓
 

か
れ
れ
ば
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
 



  
平
野
孝
 國
著
 

ホ
管
祭
の
構
造
 

へ
り
か
ん
 社
 

昭
和
六
一
年
十
一
月
 

A
 瓦
版
二
三
九
頁
三
八
 00
 円
 

津
城
 
寛
文
 

本
書
は
、
著
者
が
一
昨
年
度
、
学
位
請
求
論
文
と
し
て
東
大
文
 学
部
に
 

提
出
し
た
博
士
論
文
の
、
一
部
を
公
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。
 大
 部
の
学
位
 

論
文
の
原
題
は
円
神
道
世
界
の
構
造
と
展
開
 b
 で
あ
り
、
本
書
 は
そ
の
 三
 

(314) 138 



分
の
一
種
の
前
半
部
に
あ
た
り
、
残
り
は
㍉
人
類
世
界
の
構
造
 
と
 展
開
 

文
化
と
民
族
学
・
民
俗
学
の
立
場
１
 @
 ロ
（
仮
題
）
同
神
道
 
世
界
の
構
 

造
畦
と
 題
し
て
順
次
公
刊
さ
れ
る
予
定
の
ま
う
で
あ
る
。
出
版
 の
事
情
が
 

こ
の
 ょ
ぅ
 で
あ
れ
ば
、
現
時
点
で
本
書
だ
け
を
取
り
出
し
て
 独
 立
 に
垂
目
許
 

す
る
の
は
適
当
で
ほ
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
他
方
 に
は
、
 原
 

本
 で
あ
る
学
位
論
文
そ
の
も
の
が
過
去
数
年
間
に
各
誌
に
発
表
 さ
れ
た
 諸
 

論
考
の
集
大
成
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
、
及
び
本
書
が
必
ず
し
 も
 問
題
を
 

狭
く
限
定
し
た
単
一
の
テ
ー
マ
に
基
づ
く
論
文
を
纏
め
た
も
の
 
で
は
な
 

く
 、
む
し
ろ
残
り
の
二
巻
の
題
名
（
仮
題
を
含
む
）
及
び
 

全
体
の
題
 

名
か
ら
も
推
察
さ
れ
よ
 う
 が
、
や
や
関
心
の
幅
の
広
 
い
、
 多
彩
な
論
 

文
集
の
性
格
を
持
つ
と
い
う
事
情
も
あ
る
の
で
、
本
書
の
み
を
 対
象
と
し
 

て
 暫
定
的
な
書
評
を
加
え
て
み
る
こ
と
も
、
充
分
に
可
能
と
思
 わ
れ
る
。
 

し
か
し
何
分
に
も
、
全
体
の
一
部
を
読
ん
だ
だ
け
で
の
見
通
し
 の
 悪
い
 書
 

評
 で
あ
る
か
ら
、
評
価
・
批
判
と
も
に
、
或
い
は
著
者
の
本
意
 を
 取
り
違
 

え
 た
、
的
外
れ
な
も
の
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
、
予
め
 @
 」
と
わ
っ
 

て
お
く
。
最
終
的
に
的
確
な
批
評
は
、
全
体
が
発
表
さ
れ
た
 時
 点
で
、
 そ
 

れ
を
な
す
に
相
応
し
い
別
の
評
者
が
 、
 改
め
て
な
さ
れ
る
筈
の
 も
の
と
 思
 

ち
 @
 
。
 

ま
ず
形
式
的
な
こ
と
に
つ
い
て
い
 う
と
 、
題
名
は
同
大
嘗
祭
の
 世
偶
め
氾
ヒ
 

と
な
っ
て
い
る
が
、
読
者
が
そ
の
名
か
ら
期
待
す
る
よ
う
な
部
 分
は
、
主
 

給
に
第
一
葦
「
即
位
の
構
辞
の
十
三
節
、
第
三
章
「
日
本
 神
話
に
お
け
る
 

 
 

 
 

神
道
論
一
般
に
な
っ
て
い
る
。
 

勿
論
こ
れ
は
、
意
図
的
に
そ
 う
 構
成
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
 
第
一
章
 

は
 、
続
刊
と
も
あ
れ
せ
た
全
三
巻
の
た
め
に
「
序
論
的
位
置
を
 且
 @
,
 

え
 」
ナ
ウ
 

れ
た
も
の
で
、
著
者
は
敢
え
て
そ
こ
で
「
神
道
の
大
き
な
問
題
，
 

、
 ・
 @
 

を
 自
ら
 設
 

定
し
 、
こ
こ
に
解
決
を
図
っ
た
」
（
傍
点
原
著
者
）
の
で
あ
る
 。
ま
た
 第
 

二
章
 は
 、
大
嘗
祭
の
意
義
を
明
確
に
捉
え
る
に
は
、
そ
れ
を
 同
 時
に
検
討
 

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
即
位
儀
礼
１
１
両
者
は
見
方
に
 ょ
 
っ
て
 ほ
、
 

ふ
た
り
の
異
質
な
伝
統
が
併
存
し
て
い
る
た
め
の
、
同
一
意
義
 の
祭
儀
の
 

重
複
と
も
と
れ
る
の
で
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
第
一
章
は
「
神
道
世
界
に
お
け
 る
 優
位
 

思
想
の
構
造
と
展
開
㍉
神
を
助
け
た
 話
 虹
か
ら
 

」
と
題
さ
れ
、
 

柳
田
国
男
の
「
神
を
助
げ
た
 話
ヒ
を
 手
掛
り
と
し
て
、
神
道
的
 発
想
の
構
 

造
を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
月
神
を
助
け
た
話
し
 か
ら
著
者
 

は
、
 こ
 う
 い
 う
 発
想
は
「
一
神
教
世
界
に
は
有
り
得
ぬ
構
造
」
（
 一
一
一
一
一
頁
）
 

で
あ
り
、
「
神
道
的
世
界
に
お
け
る
神
と
人
と
の
関
係
は
 、
も
 
つ
 と
人
間
 

的
な
助
力
関
係
」
（
四
九
頁
）
と
理
解
す
べ
き
 た
 、
そ
し
て
 
欧
 米
 思
想
の
 

前
提
が
二
者
択
一
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
我
は
互
い
に
そ
の
 所
 な
 え
さ
せ
 

る
 協
調
の
思
想
で
あ
る
」
（
五
四
頁
）
と
つ
ほ
げ
る
。
こ
の
よ
 う
に
、
 よ
 

く
 耳
目
に
触
れ
る
意
見
を
開
陳
し
た
後
、
次
に
著
者
 は
 、
こ
の
 
よ
う
な
 発
 

忍
法
は
完
全
を
認
め
な
い
発
想
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
「
両
極
 
性
 
総
称
 

観
 」
と
い
う
、
二
つ
の
極
端
を
あ
げ
る
こ
と
で
全
体
の
代
用
と
 す
る
習
慣
 

に
つ
な
が
る
と
い
う
。
一
般
的
な
比
較
文
化
論
で
、
論
述
に
は
 ま
た
冗
長
の
 

 
 

な
 箇
所
が
あ
る
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
が
、
よ
く
よ
く
全
体
と
 の
 繋
が
り
㏄
 

を
 探
し
求
め
る
と
、
こ
の
章
で
本
書
の
題
名
そ
し
て
当
然
 
 
 

に
つ
な
が
る
の
は
、
こ
の
「
両
極
性
総
称
 観
 」
と
い
う
考
え
と
 

日
神
を
 



助
け
た
 話
ヒ
 か
ら
導
い
た
「
神
の
助
力
要
請
も
、
無
差
別
で
は
 な
く
己
が
 

末
商
 と
い
う
こ
と
に
な
る
」
（
一
一
八
頁
）
と
す
る
考
え
と
が
そ
 

れ
で
あ
ろ
 

5
 。
つ
ま
り
、
筆
者
は
前
者
を
、
天
神
地
祇
や
大
嘗
祭
の
 ユ
 キ
 

ス
キ
等
 

と
い
う
呼
称
の
発
想
源
を
明
ら
か
に
 甘
 ・
る
も
の
と
し
て
こ
こ
に
 措
い
た
の
 

で
あ
り
、
ま
た
後
者
は
、
神
を
祀
る
の
は
そ
の
 末
商
 に
限
ら
れ
 
る
が
天
皇
 

だ
 け
ほ
 全
国
の
神
を
祀
る
資
格
が
大
嘗
祭
で
低
く
、
と
す
る
 説
 の
 伏
線
と
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

続
く
第
二
章
、
「
即
位
の
構
造
１
１
記
紀
の
世
界
を
中
心
と
し
て
 
 
 

で
は
、
下
記
・
 紀
 b
 の
即
位
関
係
の
記
事
が
漏
れ
無
く
整
理
さ
れ
 て
お
り
、
 

こ
れ
も
冗
長
な
感
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
 四
 、
新
宮
 お
ょ
 び
 遷
都
の
 

思
想
」
は
、
遷
都
が
天
皇
の
代
替
り
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
 意
味
を
持
 

つ
も
の
と
し
て
（
九
九
頁
 肖
 
や
ほ
 り
 後
の
議
論
の
伏
線
を
成
し
 て
い
る
。
 

ま
た
第
三
章
「
日
本
神
話
に
お
け
る
神
の
世
と
人
の
代
の
構
造
 し
ま
「
 

@
 

副
題
が
「
記
紀
に
お
け
る
大
嘗
と
新
嘗
の
世
界
」
と
、
前
章
と
 対
応
す
る
 

こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
通
り
、
日
記
・
 紀
 L
 の
大
嘗
・
新
嘗
 
関
係
の
記
 

事
を
漏
れ
無
く
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
簡
潔
さ
に
欠
け
る
が
 、
前
章
と
 

の
 バ
ラ
ン
ス
を
考
え
れ
ば
、
致
し
方
あ
る
ま
い
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
、
直
接
題
名
に
つ
な
が
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
 
（
特
に
 

第
一
章
）
に
も
、
お
そ
ら
く
著
者
に
よ
っ
て
充
分
計
画
的
に
計
 算
さ
れ
た
 

存
在
理
由
が
あ
る
の
だ
が
、
読
む
側
の
都
合
１
 1
 評
者
の
個
人
 的
 希
望
か
 

も
し
れ
な
い
が
を
言
わ
せ
て
頂
い
て
 よ
 げ
れ
ば
、
こ
れ
ら
 0
 部
分
は
 

む
し
ろ
序
論
の
中
に
簡
潔
に
ま
と
め
て
そ
こ
で
「
大
官
祭
へ
の
 橋
懸
を
作
 

り
 」
二
三
二
頁
Ⅱ
す
ぐ
本
題
、
つ
ま
り
「
大
嘗
祭
の
構
造
」
 
と
い
う
 問
 

題
の
核
心
へ
入
っ
て
い
っ
た
方
が
、
読
者
の
た
め
に
親
切
で
あ
 っ
 た
ろ
う
 

と
思
う
。
 

し
か
し
翻
っ
て
思
う
に
、
普
通
に
「
読
者
」
と
い
う
語
で
我
々
 が
想
定
Ⅱ
 
0
 

し
て
い
る
の
は
、
多
少
と
も
宗
教
学
の
専
門
知
諸
を
有
す
る
 研
 免
者
乃
至
の
 

 
 

単
に
そ
の
 
ょ
う
 な
特
殊
な
世
界
の
住
民
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
 

ほ
 そ
れ
を
志
す
学
徒
で
あ
る
が
、
著
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
 り

 、
万
一
 

お
そ
ら
く
㏄
 

そ
う
だ
と
し
た
ら
、
評
者
の
今
述
べ
た
希
望
は
、
ま
っ
た
く
的
 外
れ
の
も
 

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
と
 言
 う
 の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
 序
論
と
 趺
 

で
 述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
因
み
に
、
同
じ
こ
と
が
 最
 ゆ
と
最
後
 

で
 一
一
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
、
意
図
的
な
強
調
の
た
め
で
 

ほ
 な
く
、
 

リ
ラ
イ
ト
時
及
び
編
集
時
の
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。
す
な
 ね
 ち
、
十
一
 一
、
 

@
 、
 
Ⅰ
八
一
白
貝
 

と
 二
三
四
Ⅰ
七
頁
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
 上
 な
の
で
あ
る
）
。
 

「
本
書
の
構
想
は
…
・
・
・
こ
の
度
は
な
お
不
備
の
点
を
残
し
つ
つ
も
 
 
 

つ
か
は
国
家
的
問
題
と
な
り
、
関
心
事
と
な
る
筈
の
大
嘗
に
つ
 い
て
、
 

離
 居
 に
付
し
、
一
つ
の
試
論
を
提
出
し
て
お
く
に
止
め
る
。
 

そ
 し
て
こ
 

の
 問
題
に
対
す
る
適
正
な
判
断
 は
、
 多
く
の
史
実
を
知
り
、
 

そ
 の
 解
釈
 

を
 十
分
に
聞
い
た
、
国
民
の
一
人
一
人
が
、
や
が
て
決
定
す
る
 こ
と
に
 

な
ろ
 う
 。
…
…
大
嘗
成
立
・
・
・
：
 
毛
 れ
が
余
り
に
も
複
雑
な
論
理
 で
あ
り
 

た
り
、
我
々
の
伝
統
的
常
識
か
ら
考
え
て
、
奇
妙
で
あ
る
と
す
 れ
ば
、
 

そ
の
論
証
過
程
に
何
か
無
理
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 @
.
.
 
本
書
 が
 帰
結
 

と
す
る
大
嘗
祭
の
構
造
は
舌
 ね
 め
て
単
純
な
論
理
で
あ
る
。
 

今
 日
 の
 農
 

村
で
 祭
を
営
み
、
そ
の
伝
統
を
大
切
に
し
て
い
こ
 う
 と
す
る
人
 
た
ち
で
 

あ
れ
ば
、
容
易
に
理
解
を
求
め
う
る
事
柄
と
思
 x
f
@
 

」
（
十
六
頁
）
 

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
専
門
の
研
究
者
や
学
徒
の
み
を
念
頭
に
お
 い
て
の
 

発
言
で
は
な
い
。
言
わ
 ぱ
 本
書
は
「
宗
教
の
み
な
ら
ず
、
民
族
 
民
俗
 



書評と紹介 

に使場ゑ ののみ 当書 るま・を す読節 、 ぞ 

  
層
の
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
な
い
書
籍
と
い
う
の
が
、
最
も
評
価
 に
 困
る
も
 

の
の
部
類
に
入
る
。
本
書
が
テ
ー
マ
を
狭
く
限
定
し
て
い
な
い
 、
つ
ま
り
 

読
者
層
を
狭
く
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
固
よ
り
意
味
の
あ
 る
と
こ
ろ
 

で
あ
ろ
う
が
、
一
部
の
読
者
に
と
っ
て
使
い
に
く
い
、
余
分
の
 労
力
を
か
 

げ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
批
判
の
対
象
に
な
る
の
で
は
 や
ば
い
か
と
 

思
う
。
 

，
 

本
書
の
読
者
を
も
し
大
嘗
祭
に
通
じ
た
研
究
者
と
す
れ
ば
、
 そ
 の
 読
者
 

の
 興
味
は
多
分
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
 ち
 （
 
イ
 ）
 筆
 

者
が
纏
め
ら
れ
た
多
く
の
 表
 や
国
夫
三
頁
、
九
一
頁
、
 
一
 0
 
二
頁
、
 
一
 

三
九
頁
 ｜
 四
三
頁
、
二
一
二
頁
な
ど
を
見
ょ
）
の
妥
当
性
や
有
 効
 性
や
利
 

用
 価
値
を
評
定
す
る
こ
と
、
 

G
 
）
ま
た
大
嘗
祭
の
核
心
 
は
、
日
 木
の
全
土
 

を
代
表
す
る
二
つ
の
国
、
二
つ
の
 回
 、
二
つ
の
大
嘗
殿
主
 
キ
 

ス
キ
と
 

い
う
名
称
も
必
要
な
い
）
と
い
う
点
に
あ
り
、
大
嘗
の
意
味
は
 、
 稲
を
・
 
通
 

じ
て
全
国
の
国
魂
を
摂
取
す
る
こ
と
に
 よ
 り
天
皇
が
全
国
の
神
 砥
を
祭
祀
 

す
る
資
格
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
主
張
こ
れ
 
自
体
 は
著
 

者
も
認
め
る
通
り
、
新
説
と
い
う
わ
 け
 で
 は
 な
い
の
、
 
そ
 の
 論
証
 過
 

程
の
適
否
を
評
定
す
る
こ
と
、
（
 

ハ
 ）
大
嘗
宮
の
仮
設
は
遷
都
の
 
機
能
を
代
 

わ
り
に
負
う
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
 点
 

こ
れ
が
著
者
 自
 身
の
新
説
 

と
し
て
度
々
繰
り
返
さ
れ
る
所
見
で
あ
る
の
論
拠
を
見
る
 
こ
と
、
 な
 

ど
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
概
論
的
ま
と
め
は
、
直
接
に
は
必
要
あ
 
る
ま
い
。
 

ま
た
読
者
を
宗
教
学
・
民
俗
学
の
学
生
や
専
門
領
域
を
異
に
す
 る
 
一
般
の
 

的
 研
究
者
と
す
れ
ば
・
評
者
も
こ
こ
に
該
当
す
る
の
で
自
分
 

の
こ
と
と
㏄
 

し
て
舌
ロ
 
う
 ハ
 
ツ
 だ
が
 

彼
ら
が
求
め
る
の
は
、
大
嘗
祭
に
つ
い
て
の
 正
 

4
4
r
 

 
 

確
 な
情
報
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
 う
 研
究
さ
れ
て
ぎ
て
、
ま
た
 宗
教
研
究
 



の
た
め
に
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
は
一
体
何
か
。
著
者
は
序
 弘
棚
で
 「
 こ
 

ね
 ら
（
大
嘗
祭
研
究
 史
 の
こ
と
。
引
用
Ⅲ
）
を
詳
細
に
検
討
し
 、
分
類
 整
 

理
の
上
、
自
ら
の
視
点
と
道
を
明
示
す
べ
ぎ
で
あ
っ
た
。
し
か
 し
そ
れ
だ
 

げ
で
一
篇
の
論
文
を
成
す
意
義
さ
え
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
 多
 く
の
先
人
 

の
 業
績
を
、
一
握
の
舌
口
葉
を
以
て
片
付
け
、
自
ら
の
た
め
に
 
道
 を
 開
く
手
 

続
 き
ほ
 省
略
す
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
（
 
一
 三
頁
Ⅰ
 我
 々
と
し
て
 

は
む
し
ろ
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
、
各
所
に
散
在
し
て
い
て
俄
に
 概
観
す
る
 

こ
と
が
面
倒
な
研
究
史
を
纏
め
た
上
で
自
説
を
展
開
し
て
く
れ
 
る
こ
と
 

を
 、
期
待
し
た
 い
 の
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
精
だ
け
で
い
 う
 の
で
 は
な
い
。
 

岸
本
英
夫
は
曽
 て
 、
宗
典
 学
 （
「
の
由
江
 

0
-
0
m
 

し
に
お
け
る
宗
教
 誌
 （
Ⅱ
。
 

ヱ
 

富
目
菩
 こ
の
独
立
的
価
値
を
主
張
し
た
が
ど
ち
ら
も
 彼
 ハ
り
造
伍
拒
 

、
 恐
ら
く
岸
本
は
、
報
告
者
の
主
観
的
判
断
・
解
釈
を
含
 ま
な
い
 正
 

確
 な
生
の
情
報
を
求
め
た
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。
研
究
に
対
す
 る
 研
究
 史
 

の
 独
立
的
価
値
を
主
張
す
る
の
は
、
で
き
る
だ
 け
 提
供
者
の
主
 観
の
混
じ
 

て
い
な
い
正
確
な
情
報
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
こ
れ
と
同
様
 で
あ
っ
 

て
 、
研
究
が
 煎
 々
細
分
化
す
る
現
在
、
こ
う
し
た
分
類
整
理
の
 持
つ
一
種
 

の
 貸
料
的
価
値
は
 、
 決
し
て
小
さ
く
な
い
も
の
と
思
う
。
こ
の
 意
味
で
、
 

著
者
が
研
究
史
を
纏
め
る
こ
と
に
同
様
の
価
値
を
認
め
な
が
ら
 、
結
局
 本
 

書
 が
大
嘗
祭
研
究
史
の
客
観
的
な
分
類
整
理
と
い
う
体
裁
を
と
 ら
な
か
っ
 

た
こ
と
が
、
こ
の
読
者
層
に
属
す
る
評
者
に
は
、
惜
し
ま
れ
る
の
 で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
著
者
の
想
定
す
る
読
者
層
が
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
 学
界
内
 

の
、
 言
わ
ば
一
種
の
職
業
意
 織
 を
も
っ
て
書
物
に
臨
む
人
々
で
 は
な
く
、
 

「
日
本
人
と
し
て
避
け
て
通
れ
な
い
天
皇
制
の
問
題
と
も
深
く
か
 か
わ
っ
 

て
い
る
」
大
嘗
祭
の
概
要
を
知
ろ
 う
 と
す
る
「
国
民
の
一
人
一
 人
 」
で
あ
 

れ
ば
、
右
に
述
べ
た
注
文
は
、
勿
論
的
外
れ
な
も
の
で
し
か
な
 ぃ
 。
そ
し
 

て
 読
者
層
が
そ
う
し
た
人
々
で
あ
る
場
合
は
、
専
門
家
仲
間
で
 
 
 

要
 の
な
い
初
歩
的
な
こ
と
や
、
時
に
よ
っ
て
は
自
分
の
専
門
外
 の
 、
不
案
の
 

 
 

内
な
が
ら
一
般
教
養
的
な
こ
と
な
ど
も
、
煩
を
厭
わ
ず
、
逐
一
 丁
寧
に
述
㏄
 

べ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
本
書
に
ほ
 所
 所
 、
大
学
 

教
養
課
程
の
講
義
風
な
、
親
切
さ
の
行
き
届
い
た
雰
囲
気
が
感
 じ
ら
れ
る
 

が
 、
そ
れ
は
恐
ら
く
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

大
部
の
業
績
の
一
部
の
み
を
対
象
に
し
て
云
々
し
た
た
め
、
 著
 者
の
本
 

薫
が
汲
め
て
い
な
い
の
で
は
と
恐
れ
る
が
、
も
し
さ
ら
ば
、
 途
 上
の
書
に
 

対
す
る
途
上
の
評
と
し
て
、
 

御
 寛
恕
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
 う
 。
 



  
 
 山

内
舞
錐
 著
 

禅
 と
天
ム
ロ
止
観
 

 
 

 
 

新
田
雅
章
 

本
書
は
、
昭
和
四
十
三
年
、
著
者
が
学
位
請
求
の
た
め
に
提
出
 し
た
 論
 

文
 

「
 
禅
 思
想
史
ょ
 り
 見
た
る
天
台
止
観
の
研
究
」
を
中
心
 に
 き
と
め
 

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
と
 約
 論
か
ら
成
る
が
、
本
論
は
上
 記
の
学
位
 

-
 論
文
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
一
方
、
拙
論
は
そ
の
 学
 位
論
文
の
主
 

た
る
テ
ー
マ
で
あ
る
「
 禅
 と
天
台
止
観
」
に
つ
な
が
る
、
 著
 者
 多
年
の
研
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本
論
は
以
下
の
三
部
 よ
 り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
天
台
 止
観
 と
 

そ
の
実
 修
 」
、
第
二
部
 
ミ
 天
台
中
止
観
 L
 に
お
け
る
坐
禅
」
、
 第
 三
部
「
 坐
 

禅
儀
 と
「
 天
 ム
ロ
 
小
 止
観
 ヒ
 と
の
比
較
研
究
」
。
約
論
 
は
 、
第
一
 
部
 
「
中
国
 

天
台
に
関
す
る
研
究
」
、
第
二
部
「
日
本
天
台
に
関
す
る
研
究
」
 

、
第
三
部
 

「
「
五
時
八
教
」
論
争
を
め
ぐ
っ
て
」
、
以
上
よ
り
成
る
。
 

本
書
は
九
一
七
頁
に
も
及
ぶ
大
著
で
あ
る
た
め
、
す
べ
て
に
わ
 た
っ
て
 

詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
は
、
与
え
ら
れ
た
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
 て
 、
そ
も
 

そ
も
不
可
能
で
あ
る
。
重
要
な
指
摘
が
与
え
ら
れ
る
部
分
を
追
 り
て
、
 筆
 

を
 進
め
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
著
者
の
問
題
 意
識
を
は
 

つ
 ぎ
り
さ
せ
て
お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
に
は
、
禅
宗
 の
形
式
を
 

天
台
止
観
と
切
り
離
し
て
解
す
る
こ
と
は
適
切
な
見
方
で
は
な
 い
と
み
る
 

見
解
に
対
す
る
疑
問
が
あ
る
。
著
者
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
 る
が
、
 禅
 

宗
の
形
成
、
発
展
を
天
ム
ロ
止
観
と
関
連
づ
け
て
捉
え
る
見
解
が
 

す
で
に
 提
 

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
論
究
、
立
論
さ
れ
た
 代
 表
 的
な
研
 

究
の
成
果
は
関
口
真
大
博
士
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
著
者
 は
そ
の
 研
 

尭
成
果
に
批
判
的
に
か
か
わ
り
、
再
吟
味
を
試
み
っ
 っ
 、
そ
こ
 
に
 独
白
の
 

見
解
を
提
示
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
禅
宗
に
 天
 ム
ロ
止
観
と
は
、
 そ
 れ
ぞ
れ
 圃
 

右
の
思
想
構
造
と
発
生
の
基
盤
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
 天
台
止
観
 

を
 中
心
に
禅
宗
の
形
成
、
発
展
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
は
問
題
な
 し
と
し
な
 

い
 。
天
台
止
観
か
ら
禅
宗
へ
の
影
響
は
な
い
わ
げ
で
は
な
い
が
、
 そ
の
 交
 

甜
 
の
が
、
本
書
の
本
論
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。
 

M
 
 渉
に
ほ
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
問
題
に
っ
 い
て
の
著
者
の
 

日
 
基
本
的
な
見
方
で
あ
り
、
そ
し
て
自
ら
の
そ
う
し
た
見
解
 を
 検
証
し
た
も
 

著
者
は
ま
ず
、
天
台
止
観
と
禅
宗
の
Ⅲ
係
を
問
 う
 た
め
に
、
 ユ
 の
 思
想
 

約
手
が
か
り
を
獲
得
す
べ
く
、
天
台
止
観
の
構
造
的
特
徴
を
見
 定
め
よ
う
 

と
 試
み
る
。
本
論
第
一
部
、
第
一
章
と
第
二
章
は
そ
の
た
め
の
 
章
 で
あ
 

る
 。
は
じ
め
に
、
天
台
の
観
法
は
約
 行
 
・
 附
法
 ・
記
事
の
三
種
 
鶴
間
と
し
 

て
ま
と
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
湛
然
の
見
解
を
批
判
的
に
検
討
 し
 、
湛
然
 

が
 、
ま
た
知
礼
が
ど
の
よ
う
に
説
明
し
ょ
う
と
も
、
そ
れ
は
 結
 局
 の
と
こ
 

ろ
 、
一
念
の
心
を
観
ず
べ
 き
 こ
と
を
教
え
る
的
付
観
に
ぎ
わ
 ま
 る
こ
と
を
 

明
ら
か
に
し
、
 
天
 ム
ロ
止
観
の
基
本
的
性
格
を
探
ろ
 
う
 と
す
れ
ば
 
、
 約
行
観
 

が
 集
中
的
に
説
き
明
か
さ
れ
た
 円
摩
詞
 止
観
 b
 所
説
の
行
の
内
 的
 構
造
を
 

問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

た
だ
し
著
者
は
日
鷹
詞
止
観
 ヒ
 へ
と
考
察
の
目
を
向
け
る
前
に
 、
 他
の
 

二
親
 ｜
 漸
次
，
不
定
の
両
止
観
の
法
に
も
注
意
を
払
い
、
よ
り
 木
目
細
か
 

な
 考
察
を
進
め
る
。
ョ
次
第
禅
門
 
b
 所
説
の
漸
次
止
観
に
つ
い
て
 い
え
ば
、
 

そ
れ
は
多
く
の
大
小
面
乗
の
禅
法
を
分
類
整
理
し
て
構
想
さ
れ
 た
禅
観
体
 

系
 に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
 
は
 統
一
的
な
実
践
の
方
法
が
な
に
も
 示
 さ
れ
て
い
 

な
い
。
だ
か
ら
た
と
え
行
の
要
と
し
て
禅
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
 い
て
も
、
 

漸
次
止
観
の
組
織
、
構
想
の
中
に
禅
宗
と
の
関
係
を
指
摘
し
 ぅ
 る
 手
が
か
 

り
を
見
出
し
 ぅ
 る
と
は
い
え
た
い
。
つ
ぎ
に
不
定
止
観
。
そ
れ
 が
 説
か
れ
 

る
 
ヨ
ハ
沙
門
口
を
み
る
と
、
 
数
 
・
 随
 
・
 止
 
・
 観
 
，
 還
 
・
浄
の
六
 法
 に
よ
っ
 

て
 諸
種
の
禅
法
を
統
括
す
る
構
想
が
示
さ
れ
、
禅
宗
的
視
点
か
 ら
み
れ
ば
 

無
関
心
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
、
行
の
簡
素
化
、
単
純
化
が
 智
顕
 に
お
い
て
 

考
究
さ
れ
 ば
 じ
め
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
 の
な
か
に
の
 

  

み
ら
れ
る
禅
法
観
は
小
乗
 禅
 観
の
大
乗
的
焼
き
直
し
の
域
を
出
 弍
 
し
か
㏄
 

も
 実
践
法
ら
し
ぎ
も
の
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
禅
宗
と
の
関
係
 
 
 

点
か
ら
み
れ
ば
、
三
八
秒
間
ヒ
 

も
 注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 著
 述
 と
い
え
 



そ
 う
 も
な
い
。
円
次
第
禅
門
 ヒ
と
 漸
次
止
観
、
そ
れ
か
ら
不
定
 た
 観
が
説
 

か
れ
る
ニ
ハ
沙
門
ヒ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
方
は
以
上
 の
よ
う
 

で
あ
る
。
 

禅
宗
と
の
関
係
か
ら
こ
れ
ら
南
署
を
み
れ
ば
、
ま
さ
に
指
摘
 通
 り
と
い
 

っ
て
よ
 ラ
 。
た
だ
そ
こ
に
み
ら
れ
る
、
ョ
次
第
禅
門
口
や
三
八
 沙
門
 ヒ
に
 

ほ
 実
践
法
ら
し
ぎ
も
の
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
見
方
は
ど
 ぅ
 で
あ
ろ
 

う
か
。
た
だ
し
、
こ
の
点
は
著
者
が
論
究
し
ょ
う
と
す
る
主
題
 と
 密
接
に
 

絡
む
事
柄
で
は
な
い
の
で
、
突
っ
込
ん
で
考
え
て
み
る
必
要
も
 な
い
で
あ
 

ろ
 う
 。
思
い
つ
い
た
点
を
の
べ
る
に
と
ど
め
、
さ
 ざ
 へ
と
目
を
 移
そ
 う
 "
 

さ
て
こ
う
し
た
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
以
下
、
天
台
止
観
の
究
 極
の
形
 

態
と
し
て
の
円
頓
止
観
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
直
接
突
っ
込
ん
だ
 検
討
が
な
 

さ
れ
る
。
円
頓
止
観
の
構
造
的
性
格
を
探
ろ
 う
 と
す
れ
ば
、
 
四
 種
 三
昧
、
 

二
十
五
方
便
、
そ
れ
か
。
・
・
 

?
 十
観
 土
墳
の
 教
読
 め
教
示
す
る
内
容
 の
 解
明
に
 

尽
き
る
点
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
個
別
に
 考
察
さ
れ
 

る
 。
 

さ
て
、
そ
れ
ら
個
々
の
 教
 説
の
考
察
の
結
果
、
明
ら
か
に
さ
れ
 る
 円
 @
 

止
観
の
特
徴
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
一
方
で
精
微
な
 理
 論
を
展
開
 

さ
せ
つ
つ
、
宗
教
的
実
践
の
重
要
性
を
強
調
す
る
立
場
、
 

よ
 く
 用
い
ら
れ
 

る
 表
現
で
い
え
ば
、
教
観
 双
 備
の
立
場
、
こ
れ
が
円
頓
止
観
、
 

い
 う
 な
れ
 

ば
 天
台
止
観
そ
の
も
の
に
そ
な
わ
っ
た
構
造
的
性
格
に
ほ
か
な
 ら
な
い
。
 

著
者
は
、
こ
の
点
を
四
種
三
昧
、
二
十
五
方
便
、
土
墳
・
十
乗
 観
法
の
そ
 

れ
ぞ
れ
の
 
教
 説
の
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
 す
る
。
 す
 

は
 ね
ち
、
四
種
三
昧
の
規
定
を
み
れ
ば
、
坐
禅
正
親
が
止
観
の
 修
習
の
行
 

儀
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
も
、
道
場
荘
厳
 、
讃
仏
、
 

礼
仏
 、
念
仏
、
密
 呪
 、
講
経
、
 
修
 蛾
な
ど
他
の
行
儀
の
形
式
を
 含
み
、
 そ
 

   
 

れ
だ
け
に
と
ど
ま
う
な
い
こ
と
が
、
実
に
詳
細
に
論
及
さ
れ
て
 い
る
こ
と
 

M
 

が
 知
ら
れ
る
。
ま
た
二
十
五
方
便
の
規
定
も
、
正
修
止
観
を
修
 す
る
に
当
の
 

っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
整
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
実
践
的
諸
事
 項
を
詳
細
は
 

に
 論
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

十
境
 
・
十
乗
観
法
の
規
定
も
同
様
 
で
あ
る
。
 

正
修
止
観
の
核
心
は
諸
陰
を
対
境
と
し
て
 観
 不
思
議
境
を
修
し
 て
ゆ
く
こ
 

と
 に
 き
ね
 ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
理
論
的
に
は
そ
れ
は
土
墳
 
十
乗
観
法
 

と
し
て
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
複
雑
な
構
成
を
も
つ
も
の
で
あ
 る
こ
と
が
 

論
及
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
う
し
た
点
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
 碓
 襄
配
 
し
、
 精
 

級
な
 理
論
的
展
開
を
伴
 う
天
 ム
ロ
止
観
の
、
著
者
の
表
現
で
い
え
 
ば
 、
「
 抽
 

豪
的
観
念
的
性
格
」
を
明
ら
か
に
し
て
み
せ
る
。
し
か
も
こ
の
 点
の
究
明
 

と
あ
わ
せ
て
、
天
台
止
観
は
結
局
は
「
観
心
」
に
 き
ね
 ま
る
こ
 と
を
確
認
 

し
 、
そ
こ
に
そ
な
わ
っ
た
強
烈
な
実
践
的
性
格
を
も
は
っ
き
り
 と
 取
り
出
 

し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
 

か
く
て
天
台
止
観
と
禅
宗
と
の
思
想
構
造
の
違
い
が
明
確
に
な
 る
 。
 禅
 

宗
 に
お
い
て
ほ
理
論
の
観
念
性
が
は
じ
め
か
ら
切
り
す
て
ら
れ
 、
主
体
的
 

体
験
か
ら
生
ま
れ
る
群
体
験
の
み
が
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
 、
理
論
と
 

実
践
の
具
備
を
強
調
す
る
天
台
止
観
と
禅
宗
と
は
本
質
的
に
思
 想
 構
造
を
 

異
に
し
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
に
了
解
し
、
こ
れ
を
根
拠
 に
 、
両
者
 

の
こ
う
し
た
違
い
が
明
白
に
な
れ
 ば
、
 禅
の
形
成
、
発
展
を
天
 ム
ロ
止
観
よ
 

り
演
紳
 す
る
見
方
は
そ
も
そ
も
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
 と
が
明
ら
 

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
 

智
 顎
の
教
観
 

双
 修
の
立
場
を
、
「
偏
狭
な
対
立
を
超
え
て
、
よ
り
高
次
な
 立
 場
 に
立
っ
 

て
 眺
め
れ
」
 は
 、
禅
宗
の
側
か
ら
学
ば
れ
る
べ
 き
 も
の
を
含
ん
で
 お
り
、
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現
に
禅
宗
に
お
い
て
学
び
取
ら
れ
た
事
実
が
あ
る
。
こ
の
点
を
 み
て
と
っ
 

て
 、
著
者
 は
 、
禅
宗
が
そ
の
発
展
の
過
程
で
、
直
接
的
な
形
で
 は
な
い
に
 

し
て
も
、
天
台
止
観
よ
り
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
 
る
 。
 本
 

論
 、
第
一
部
は
以
上
で
終
わ
り
、
第
二
部
、
第
三
部
が
続
く
。
 サ
て
 
こ
で
は
 

具
体
的
な
資
料
に
即
し
た
、
両
者
の
関
係
の
確
認
の
作
業
が
行
 わ
れ
る
。
 

本
論
、
第
二
部
。
こ
こ
で
は
、
 

天
 ム
ロ
止
観
と
禅
宗
と
の
関
係
を
 
貸
料
に
 

即
し
て
探
る
た
め
に
、
そ
の
基
礎
的
手
続
ぎ
と
し
て
、
天
台
 関
 係
の
著
述
 

の
う
ち
も
っ
と
も
禅
宗
と
関
係
が
深
い
著
述
と
考
え
ら
れ
る
 円
 中
止
観
 ヒ
 

が
 取
り
上
げ
ら
れ
、
 
章
 ご
と
に
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
詳
し
い
 検
 討
 が
加
え
 

ら
れ
る
。
そ
し
て
禅
宗
の
坐
禅
が
そ
れ
と
関
係
し
る
う
部
分
は
 、
お
お
む
 

ね
そ
の
前
半
五
章
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
 

本
論
、
第
三
部
。
 

日
 小
止
観
 ヒ
の
 内
容
の
細
部
に
わ
た
る
検
討
 を
よ
り
 

ど
こ
ろ
と
し
て
、
本
書
と
各
種
「
坐
禅
 儀
 」
と
の
比
較
対
照
を
 行
い
、
 両
 

者
の
関
係
を
見
定
め
る
の
が
、
こ
こ
で
の
狙
い
で
あ
る
。
具
体
 的
に
は
、
 

宗
噴
 0
 
ョ
坐
禅
 儀
ヒ
と
 道
元
の
日
 普
観
 坐
禅
礒
田
そ
れ
に
「
 坐
 禅
 
用
心
 

記
ト
 の
三
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
不
正
親
 b
 と
の
対
照
が
 
行
 わ
れ
る
。
 

こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
え
ら
れ
る
結
論
は
 、
 
㍉
中
止
観
 日
の
 禅
宗
へ
の
 

影
響
 は
 あ
る
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
禅
宗
は
つ
ね
に
自
ら
 の
 独
自
性
 

を
 保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
影
響
が
認
め
ら
れ
る
 範
囲
は
坐
 

禅
の
準
備
条
件
や
坐
 相
 、
調
 息
 、
調
心
と
い
っ
た
実
践
行
の
い
 わ
ば
具
体
 

的
 側
面
に
と
ど
ま
り
、
思
想
内
容
の
部
分
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
な
 こ
と
は
 決
 

し
て
な
い
。
比
較
対
照
の
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
、
 

天
 ム
ロ
 
止
 観
 の
 禅
 め
本
 

へ
の
影
響
に
は
ほ
Ⅰ
ぎ
り
と
し
た
限
度
が
あ
る
こ
と
が
よ
り
 客
 観
 的
に
明
 

ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
確
認
は
、
ま
た
第
一
 部
 で
の
 論
 

究
 、
立
論
の
的
確
性
を
い
っ
そ
う
高
め
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
  
 

本
論
は
こ
う
し
た
構
成
と
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
 の
 論
究
 

の
 過
程
を
辿
っ
て
み
る
と
、
 

天
 ム
ロ
止
観
と
禅
宗
と
の
関
係
の
実
 
態
を
究
明
 

し
ょ
う
と
企
図
し
た
著
者
の
所
期
の
目
的
は
、
十
分
に
達
成
さ
 れ
た
と
 思
 

什
ノ
 

@
 0
 

以
下
、
 附
論
 に
目
を
移
そ
 
う
 。
第
一
部
は
 、
天
 ム
ロ
大
師
管
 顎
 の
 思
想
と
 

行
動
の
問
題
お
よ
び
か
れ
の
伝
記
 中
 も
っ
と
も
重
要
な
「
別
伝
 口
を
扱
っ
 

た
 第
一
章
と
禅
宗
批
判
の
問
題
を
扱
っ
た
第
二
，
第
三
章
の
あ
 わ
せ
て
 三
 

章
 よ
り
成
る
。
と
く
に
注
目
を
ひ
く
の
は
第
一
章
、
第
一
節
 第
 二
節
で
あ
 

る
 。
人
間
の
思
想
の
展
開
お
よ
び
行
動
を
、
い
わ
ゆ
る
方
法
的
 態
度
と
し
 

て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
、
歴
史
的
社
会
的
視
角
に
立
っ
て
解
明
 を
 試
み
る
 

よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
こ
と
わ
り
、
思
索
の
内
面
の
推
移
を
 
追
い
つ
 

つ
 、
そ
の
展
開
の
意
味
を
問
 う
て
 ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
に
し
た
 が
っ
て
 、
 

智
 頻
の
思
想
と
行
動
を
考
察
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 評
 者
 も
こ
う
 

し
た
考
察
の
態
度
が
仏
教
の
研
究
に
も
っ
と
取
り
入
れ
ら
れ
る
 べ
 ぎ
で
あ
 

る
と
感
じ
て
い
る
も
の
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
 、
第
一
節
 

「
 天
 ム
ロ
 
智
 顎
の
宗
教
体
験
と
そ
の
 思
態
的
 展
開
」
で
は
、
 

二
 ハ
秒
 門
 b
 を
 

取
り
上
げ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
円
次
第
禅
門
口
に
な
い
新
た
な
 思
想
的
展
 

聞
さ
 、
 智
凱
 が
こ
れ
ま
で
従
っ
で
き
た
般
若
空
観
に
限
界
を
感
 じ
 、
そ
れ
 

を
 超
え
出
よ
う
と
し
て
試
み
た
努
力
の
跡
 、
い
 い
か
走
れ
ば
、
 
一
 一
調
 
的
般
 

若
 思
想
の
ゆ
 き
 ず
ま
り
を
突
破
す
る
た
め
の
摸
索
と
解
す
る
 捉
 
ぇ
 方
が
示
 

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
 

天
 ム
ロ
山
人
山
の
理
由
を
こ
の
こ
 
と
と
絡
め
 

て
 解
し
、
そ
う
し
た
 の
ぎ
 ず
ま
り
を
打
開
す
べ
く
、
新
し
い
 思
 索
と
 実
践
 

の
場
を
求
め
て
入
山
が
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
解
釈
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れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
 は
 注
目
に
値
す
る
と
い
っ
て
 よ
い
。
 た
 

だ
 般
若
空
観
を
中
国
社
会
に
適
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
矛
盾
 、
 ゆ
 き
ず
 

ま
り
を
避
 
け
 え
な
い
と
か
、
ま
た
そ
れ
に
代
わ
る
三
諦
円
融
 思
 想
を
仏
教
 

の
真
の
中
国
的
展
開
と
み
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
 よ
う
 に
主
 

張
し
ぅ
る
 
思
想
的
理
由
が
説
示
さ
れ
て
お
れ
ば
、
こ
の
一
節
 は
 さ
ら
に
 重
 

厚
さ
を
ま
し
た
と
思
わ
れ
る
。
 

第
二
節
「
天
台
大
師
と
 揚
帝
 」
。
こ
こ
で
は
、
 
智
 顎
の
場
 帝
に
 対
す
る
 

態
度
が
考
究
さ
れ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
姿
勢
 に
 貫
か
れ
 

た
も
の
と
捉
え
、
そ
の
内
的
性
格
を
考
察
し
、
 

-
 不
即
不
離
」
 
と
し
て
 示
 

し
ぅ
 る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
た
点
を
 、
著
者
は
 

智
 顎
の
宗
教
思
想
と
行
動
を
分
析
し
て
結
論
づ
け
る
わ
け
で
あ
 る
が
、
 的
 

を
 射
た
も
の
と
思
 う
 。
た
だ
評
者
自
身
も
明
ら
か
に
さ
せ
た
い
 と
 思
い
つ
 

つ
も
、
不
透
明
さ
せ
ぬ
ぐ
え
な
い
一
つ
の
事
柄
は
、
著
者
の
表
 現
 で
い
 ，
え
 

ば
 
「
下
郎
」
と
い
わ
れ
る
姿
勢
の
 
よ
 り
具
体
的
す
が
た
で
あ
る
 。
こ
の
点
 

が
 明
確
に
な
れ
 ば
 、
い
わ
ゆ
る
王
法
と
仏
法
の
関
係
に
つ
い
て
 の
智
 顎
の
 

見
方
が
よ
り
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
の
 
で
あ
る
 

が
、
 ひ
ろ
く
ご
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。
 

与
え
ら
れ
た
紙
数
を
超
え
て
し
ま
っ
た
が
、
最
後
に
竹
輪
、
第
 二
部
に
 

つ
い
て
の
べ
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
栄
西
の
思
想
な
 り
 行
動
が
 

論
究
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
そ
の
 捉
，
 
ぇ
 方
で
あ
 

る
 。
そ
の
見
方
と
い
う
の
ほ
、
著
者
の
表
現
で
示
せ
ば
、
「
天
台
 
的
 視
座
」
 

よ
り
捉
え
よ
う
と
試
み
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
 、
最
後
陣
 

門
 に
帰
し
ほ
し
た
が
、
道
心
堅
固
な
天
台
 僧
 と
し
て
、
伝
教
大
 師
の
仏
法
 

の
 再
興
を
目
指
し
た
栄
西
の
生
涯
の
歩
み
を
十
分
に
顧
慮
し
て
、
 か
れ
の
 

思
想
お
よ
び
行
動
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
 う
し
 た
 視
角
に
 

立
っ
て
 捉
 上
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
栄
西
の
思
 忍
 に
は
、
 伝
按
に
 
つ
な
が
っ
 

て
夫
・
 密
 ・
 禅 
・
戒
の
四
家
合
一
を
不
自
然
と
考
え
な
い
思
想
 的
立
場
が
 

つ
ね
に
保
持
さ
れ
、
 
禅
 第
一
が
主
張
さ
れ
る
場
合
で
も
、
 

禅
以
 外
 の
も
の
 

が
 切
り
す
て
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
 栄
西
の
禅
 

を
 不
徹
底
と
か
不
純
と
い
う
形
で
き
め
つ
げ
る
こ
と
は
そ
の
実
 像
の
把
握
 

に
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
う
し
た
見
解
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
に
 収
 載
 さ
れ
た
 

栄
西
研
究
 は
 独
自
の
領
域
を
切
り
 妬
 く
も
の
と
し
て
看
過
さ
れ
 て
は
な
ら
 

よ
 
申
ん
 
、
。
 

@
 
レ
 

最
後
に
、
拙
論
、
第
三
部
と
し
て
「
「
五
時
八
教
」
論
争
を
め
ぐ
 っ
て
」
 

が
 続
く
こ
と
を
 書
 ぎ
と
め
、
筆
を
お
く
。
 

本
書
は
著
者
独
自
の
方
法
的
態
度
に
し
た
が
っ
て
明
快
に
論
究
 さ
れ
た
 

大
著
で
あ
る
。
そ
れ
だ
げ
に
 稗
 益
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
 が
あ
る
と
 

確
信
す
る
。
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こ
 一
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芹
川
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氏
の
研
究
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は
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く
べ
く
 多
 産
で
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さ
て
、
当
年
刊
の
こ
の
本
は
 

、
 「
は
し
が
 
ぎ
 」
に
記
さ
れ
て
い
 る
よ
う
 

に
 、
宗
教
と
経
済
倫
理
の
関
連
と
い
う
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
古
典
 

的
 研
究
 以
 

来
、
宗
教
社
会
学
の
基
本
問
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
 

き
た
 テ
ー
マ
 に
つ
い
て
 

の
 、
著
者
長
年
に
わ
た
る
研
究
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
 

で
あ
っ
 

て
 、
そ
の
中
心
課
題
は
、
仏
教
の
経
㌍
倫
理
が
近
世
の
近
江
商
 

人
の
「
 経
 

済
 精
神
」
の
成
立
に
あ
る
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
 

究
 萌
 す
る
こ
 

と
に
あ
る
。
 

本
書
 は
 、
つ
ぎ
の
四
部
と
資
料
（
近
江
商
人
の
家
訓
・
家
法
 
店
則
の
 

類
 、
一
二
七
頁
）
か
ら
成
っ
て
い
る
。
主
と
し
て
「
は
し
が
 

ぎ
 」
に
よ
れ
 

ば
 、
四
部
の
要
旨
は
っ
 
ぎ
 の
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

卸
 
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
 
ウ
ェ
 Ⅰ
１
 0
 問
題
意
識
と
方
法
 

 
 

そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
を
学
説
史
的
に
整
理
し
 

、
 彼
の
仏
教
理
解
 に
た
 い
す
 

あ
る
。
ま
ず
、
一
九
七
八
年
に
は
 ョ
 
渡
辺
海
 胆
 研
究
１
１
そ
の
 思
想
と
行
 

動
ヒ
 （
一
一
八
二
頁
）
を
世
に
問
い
、
高
く
評
価
さ
れ
て
 

日
 本
 宗
教
学
 

金
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
れ
を
皮
切
り
と
し
て
、
五
年
後
の
八
三
 
年
に
は
 

「
救
済
と
再
生
マ
ッ
ク
ス
・
 ウ
ヱ
町
ハ
｜
 宗
教
社
会
学
入
門
 １
１
１
 
b
 

（
四
六
判
、
二
二
七
頁
）
、
そ
の
翌
年
に
は
大
著
口
部
市
他
時
代
 
の
ら
示
教
 
L
 

（
五
四
一
頁
）
を
刊
行
し
、
さ
ら
に
三
年
後
に
こ
れ
を
上
廻
る
 
掲
 出
 の
 大
 

著
を
公
刊
す
る
と
い
う
具
合
で
、
共
著
・
共
編
著
の
書
物
を
除
 
外
し
て
 

も
 、
以
上
四
冊
を
数
え
る
多
産
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
著
者
が
 き
わ
め
て
 

勤
勉
な
研
究
者
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
ま
ず
 敬
意
を
表
 

し
た
い
。
 

る
 批
判
に
及
ぶ
。
 

第
二
部
「
 仏
 拍
の
経
済
倫
理
」
（
一
八
九
頁
）
で
 は
 、
イ
ン
ド
 
仏
教
 お
 

よ
び
日
本
仏
教
（
禅
宗
・
浄
土
宗
・
 

真
 め
ぎ
の
経
済
倫
理
、
 

な
 ら
び
に
 石
 

門
 心
学
と
仏
教
と
の
 川
 連
を
論
じ
て
い
る
。
 

第
三
部
「
近
世
近
江
商
人
の
家
訓
・
店
則
の
事
例
研
究
」
（
三
一
 

八
頁
）
 

で
は
、
近
世
の
近
江
商
人
の
な
か
か
ら
典
型
的
な
一
 0
 穏
 な
 撰
 
ん
で
、
 そ
 

れ
ぞ
れ
の
 
寮
 訓
や
店
則
に
み
ら
れ
る
「
 拙
哲
砧
神
 」
を
取
り
出
 L
 し
 、
 経
持
繍
 

精
神
と
仏
教
の
経
済
倫
理
と
の
関
連
を
問
い
、
最
後
に
、
「
始
末
 
」
（
 
林
 不
知
 
仏
 ）
 

「
気
張
る
」
（
勤
勉
）
を
始
め
と
す
る
近
江
商
人
の
経
済
精
神
の
 

理
念
型
 

を
 、
事
例
研
究
か
ら
導
 き
 出
し
て
い
る
。
 

第
四
部
「
近
江
商
人
の
経
済
精
神
」
 

宍
 八
頁
）
は
本
書
の
 結
 論
 で
あ
 

る
 。
そ
の
第
一
章
で
ほ
従
来
の
近
江
商
人
論
を
接
理
し
て
、
 経
 済
 精
神
に
 

着
目
す
る
本
書
の
視
点
を
示
し
、
第
二
章
で
ほ
近
江
商
人
の
信
   

を
 明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
「
真
宗
と
近
江
商
人
」
で
な
く
 
「
浄
土
教
 

と
 近
江
商
人
」
と
い
う
問
題
設
定
の
ほ
う
が
有
効
で
あ
る
と
 主
 張
し
、
第
 

三
章
で
は
近
江
商
人
の
経
済
精
神
を
「
禁
欲
と
勤
勉
」
以
下
一
 五
項
目
に
 

ま
と
め
る
。
か
く
て
、
近
江
商
人
の
経
済
精
神
に
決
定
的
な
影
 再
を
与
え
 

た
 宗
教
的
経
済
倫
理
の
中
核
を
仏
教
の
経
済
倫
理
に
求
め
よ
う
 と
し
、
 
こ
 

ぅ
 し
た
経
済
精
神
の
な
か
に
日
本
資
本
主
義
の
「
精
神
」
の
 一
 源
流
を
見
 

出
す
こ
と
が
で
き
る
と
提
言
す
る
の
で
あ
る
。
 

   
 

一
 

 
 

芹
川
氏
の
研
究
 は
 、
社
会
学
者
内
藤
莞
爾
 氏
の
 、
今
や
古
典
的
 と
な
っ
㏄
 

た
 論
考
「
宗
旦
 と
経
陪
冊
理
 

浄
土
真
宗
と
近
江
商
人
 

」
（
内
藤
 

仰
 

 
 

「
日
本
の
宗
教
と
社
会
 
L
 御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
八
年
、
三
 ｜
 セ
 0
 頁
 ）
 



を
 モ
デ
ル
と
し
、
こ
れ
に
依
拠
し
で
構
築
さ
れ
て
い
る
一
方
、
 

牙
 、
の
 欠
陥
 

を
 指
摘
し
、
欠
陥
を
是
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
先
行
 研
 究
の
部
分
 

修
正
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
著
者
が
 指
摘
す
る
 

内
藤
氏
の
欠
陥
と
は
、
内
藤
が
「
か
れ
ら
（
近
江
商
人
）
の
 出
 見
地
と
真
 

宗
 寺
院
の
分
布
と
は
、
お
お
ま
か
に
一
致
し
て
く
る
。
と
す
れ
 ば
 、
そ
こ
 

に
は
な
に
か
の
つ
な
が
り
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
（
中
略
）
 浄
 土
 真
宗
の
 

教
義
が
近
江
商
人
の
経
済
倫
理
に
ど
の
よ
う
な
造
型
を
与
え
た
 か
 、
こ
の
 

点
で
あ
る
」
 

三
 
一
頁
）
と
問
題
を
限
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
 

他
方
芹
川
 

氏
は
 、
こ
の
地
域
に
は
真
宗
に
つ
い
で
浄
土
宗
寺
院
が
多
い
か
 ら
 、
両
者
 

を
 含
め
て
浄
土
教
と
近
江
商
人
の
関
連
を
問
 う
 の
で
ほ
げ
れ
ば
 
な
ら
な
 

い
 。
つ
ま
り
、
近
江
商
人
は
「
大
部
分
浄
土
真
宗
の
信
徒
で
あ
 る
 」
と
 

ぅ
 理
解
で
た
く
、
「
大
部
分
目
分
の
二
以
上
）
浄
土
教
徒
で
 
あ
っ
た
」
 

と
い
う
認
識
こ
そ
、
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
よ
り
有
効
だ
 、
 と
 主
張
す
 

る
の
で
あ
る
（
 三
 0
 
七
頁
、
五
七
七
頁
、
は
し
が
 ぎ
 ）
。
し
か
し
 
、
内
藤
 

氏
も
真
宗
だ
 け
 考
え
れ
ば
よ
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
 

「
近
江
商
 

人
の
伝
記
類
を
見
る
と
、
か
れ
ら
に
広
聴
信
者
、
と
く
に
浄
土
 真
宗
の
篤
 

信
者
の
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
」
公
一
七
頁
）
の
で
、
と
り
 あ
え
ず
 真
 

宗
と
近
江
商
人
の
関
連
を
考
察
し
た
ま
で
で
あ
っ
た
。
し
た
が
 り
て
、
 芹
 

川
 氏
の
研
究
は
内
藤
の
先
駆
的
研
究
を
籠
 承
 発
展
さ
せ
よ
う
と
 す
る
も
 

の
 、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

で
は
、
内
藤
氏
の
研
究
を
発
展
さ
せ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
 ，
 」
の
 占
 ,
 

の
 検
討
が
書
評
の
中
心
課
題
と
な
る
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
 
。
そ
 う
い
 

え
る
た
め
に
は
、
「
近
世
近
江
商
人
の
経
済
精
神
の
形
成
に
 、
 仏
教
経
済
 

倫
理
が
あ
る
決
定
的
な
影
響
を
あ
た
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 究
明
し
て
 

ぎ
た
」
（
 -
 
ハ
 0
 四
頁
）
と
、
読
者
も
合
点
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
 あ
ろ
う
。
 

 
 

し
か
し
ま
さ
に
そ
こ
の
因
果
関
係
 チ
 、
 主
批
甘
 れ
る
だ
け
で
、
 
論
証
さ
れ
 

M
 

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
五
代
 伴
荘
 右
衛
門
（
浄
土
宗
 ）
の
「
 生
 

め
 

 
 

人
心
得
文
事
」
を
解
説
し
た
り
え
で
、
「
先
祖
を
敬
い
、
そ
の
 手
代
と
な
㏄
 

っ
て
家
業
に
精
励
 
し
 、
陰
徳
の
積
善
を
す
す
め
、
質
素
を
好
み
、
 

倹
約
を
 

お
こ
な
っ
て
 
、
 め
ぐ
ま
れ
な
い
人
た
ち
に
は
施
し
を
せ
よ
と
い
 ぅ
 経
済
 精
 

神
は
、
仏
教
経
済
倫
理
に
そ
の
源
を
多
く
も
っ
て
い
る
も
の
で
 あ
る
と
い
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
る
」
二
三
八
一
頁
）
と
あ
り
、
他
方
、
生
業
は
 念
仏
の
助
 

業
 と
説
 き
 、
ま
た
倹
約
し
て
家
業
を
勤
め
る
こ
と
を
説
い
た
 沖
 十
宗
僧
侶
 

0
%
 娩
が
 紹
介
さ
れ
て
い
る
が
（
二
九
三
ー
二
九
六
頁
 -
 、
ま
 さ
に
 荘
右
 

衛
門
の
「
経
済
精
神
」
が
浄
土
宗
の
、
あ
る
い
は
広
く
仏
 北
の
 経
済
倫
理
 

の
 感
化
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
と
推
定
し
 ぅ
 る
こ
と
は
、
全
く
 証
明
さ
れ
 

て
い
な
い
。
同
じ
問
題
は
、
初
代
中
村
治
兵
衛
（
宗
旨
不
詳
 
）
の
「
 家
 

訓
 」
に
つ
い
て
、
「
各
条
項
に
み
ら
れ
る
経
済
精
神
の
な
か
に
 、
と
く
に
 

仏
教
経
済
倫
理
や
仏
教
 冊
 神
に
も
と
づ
い
て
い
る
も
の
を
数
多
 く
 認
め
る
 

こ
と
が
で
き
る
」
（
四
六
四
頁
）
と
結
論
し
た
こ
と
に
、
ま
た
 、
三
代
 松
 

屠
人
左
衛
門
（
真
ぬ
芭
の
「
出
精
専
一
之
 事
 」
な
ど
に
つ
い
て
 

「
と
り
 

わ
 け
 、
仏
教
の
経
済
倫
理
に
よ
る
生
活
規
制
の
例
を
こ
こ
に
 み
 @
 
っ
 こ
と
が
 

で
き
る
」
（
四
七
七
頁
）
と
総
括
し
た
こ
と
な
ど
に
も
、
認
め
 ざ
る
を
え
 

な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
代
表
的
な
近
江
商
人
の
家
訓
等
 に
 表
明
さ
 

れ
た
「
経
済
精
神
」
と
、
仏
教
の
経
済
倫
理
と
の
間
の
あ
る
種
 0
 対
応
 関
 

係
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
が
後
者
の
影
響
の
も
と
に
 形
 成
さ
れ
た
 

こ
と
が
、
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
少
し
も
論
証
さ
れ
て
い
な
い
 の
で
あ
 

る
 。
 



書評 ．・，紹介 

こ
の
点
で
内
藤
氏
は
ど
う
か
。
 

彼
は
 日
本
社
会
学
会
年
報
自
社
 全
学
 b
 

第
八
 輯
 
二
九
四
一
年
）
所
載
の
「
宗
教
と
経
済
倫
理
 

浄
 土
 真
宗
と
 

近
江
商
人
・
 ｜
 」
を
改
稿
し
て
、
一
九
六
八
年
、
ダ
イ
ブ
印
刷
  
 

0
 頁
の
小
冊
子
の
形
で
知
友
に
配
付
し
た
の
で
あ
る
が
、
冒
頭
 の
 
「
改
稿
 

に
 当
っ
て
 し
 
ご
の
部
分
ほ
一
九
七
八
年
木
で
ほ
除
か
れ
て
い
 る
 ）
の
 な
 

か
で
史
料
収
集
当
時
の
こ
と
を
回
顧
 し
 、
竜
谷
大
学
図
書
館
で
 
「
一
 

m
@
 
我
々
苓
 

と
か
そ
の
ほ
か
、
通
俗
 向
 ぎ
の
刊
本
や
写
本
の
類
を
も
っ
ば
ら
 あ
さ
っ
 

た
 。
門
徒
へ
の
無
響
を
見
る
に
は
、
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
た
い
せ
 つ
だ
と
 考
 

え
た
か
ら
で
あ
る
」
二
八
頁
）
と
述
べ
・
て
い
る
。
こ
れ
ほ
 

、
 真
め
 示
教
義
の
 

近
江
商
人
に
た
い
す
る
影
響
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
「
純
粋
な
出
 
示
教
」
 の
 

側
面
よ
り
も
「
経
験
的
な
形
態
」
の
側
面
の
ほ
う
が
大
切
だ
と
 す
る
内
藤
 

氏
の
姿
勢
二
九
七
八
年
木
、
三
頁
）
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
 
あ
る
が
、
 

芹
川
氏
も
仏
教
の
経
済
倫
理
を
考
察
し
た
さ
い
に
こ
の
姿
勢
を
 
踏
襲
し
 

て
 、
庶
民
が
接
し
 ぅ
る
教
説
 に
資
料
を
求
め
た
と
み
て
 よ
 い
で
 あ
ろ
う
。
 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
内
藤
氏
に
は
見
落
と
し
 え
ぬ
 も
う
一
つ
の
 
着
眼
点
 

が
あ
っ
た
，
そ
れ
は
彼
が
論
文
㌍
 拒
抗
 %
 分
に
お
い
て
、
真
宗
 の
 職
業
 倫
 

理
 と
近
江
商
人
の
生
活
態
度
と
の
「
結
節
点
」
を
追
究
し
た
こ
 と
で
あ
っ
 

て
 
（
 
六
 -
 
ハ
｜
 六
九
頁
）
、
生
活
態
度
造
型
の
要
因
の
一
つ
ぼ
真
宗
 
倫
理
が
 

数
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
、
決
着
を
つ
け
る
た
め
で
あ
 っ
た
 。
 か
収
 

は
 
「
自
利
利
他
」
に
こ
の
結
節
点
を
見
出
し
た
。
 

芹
川
氏
の
史
料
で
ほ
、
 

外
 付
与
左
衛
門
家
（
真
ゐ
①
の
「
心
得
 室
ニ
に
 

も
 自
利
利
他
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
目
先
の
 利
益
を
追
 

ぅ
 よ
う
で
 は
 
「
洗
面
 永
統
 長
久
立
見
通
し
無
 之
 」
（
四
九
七
頁
 ）
 か
、
 
・
っ
て
 

あ
っ
て
、
内
藤
氏
の
史
料
の
よ
う
に
仏
教
用
語
で
説
か
れ
て
い
   

か
か
わ
ら
ず
、
芹
川
氏
 は
 
「
こ
の
無
欲
の
商
法
こ
そ
が
商
人
が
 

成
功
す
る
 

道
で
あ
る
と
す
る
精
神
は
、
と
り
わ
け
、
仏
教
経
済
倫
理
の
影
 響
 に
よ
り
 

て
な
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
（
 
五
 0
 四
頁
）
 。
こ
こ
で
 

も
証
拠
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
結
論
が
急
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

芹
川
氏
の
主
張
を
裏
付
け
う
る
史
料
が
全
く
な
い
ん
 げ
 で
 は
な
  
 

え
ば
、
初
代
中
井
 
源
 左
衛
門
（
浄
土
め
①
の
「
金
持
商
人
一
枚
 起
請
文
」
 

ほ
、
 明
ら
か
に
法
然
の
「
一
枚
起
請
文
」
に
あ
や
か
っ
て
書
か
 れ
た
も
の
 

で
あ
る
か
ら
（
四
一
 0
 頁
 ）
、
こ
れ
な
ど
を
「
結
節
点
」
と
し
て
 

因
果
関
係
 

の
 一
筋
の
糸
を
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
 

と
 惜
し
ま
れ
 

る
の
で
あ
る
。
 

芹
川
氏
は
大
変
な
努
力
家
で
骨
身
を
削
っ
て
史
料
の
収
集
に
当
 た
り
、
 

膨
大
な
史
料
を
学
界
に
提
供
さ
れ
た
。
ま
た
、
ウ
ェ
ー
バ
一
 な
 中
心
と
す
 

る
 学
説
 史
 研
究
、
イ
ン
ド
仏
教
の
経
済
倫
理
の
考
察
な
ど
、
 

多
 く
の
成
果
 

を
学
界
に
も
た
ら
 さ
 れ
た
。
今
後
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
恩
恵
に
 浴
す
る
こ
 

と
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
え
て
い
え
ば
 、
読
者
も
 

追
随
で
ぎ
る
よ
う
な
 繊
 密
な
論
証
に
乏
し
い
の
で
は
な
い
か
と
 懸
念
さ
れ
 

る
の
で
あ
る
。
氏
の
大
成
を
期
待
す
る
も
の
の
一
人
と
し
て
、
 一
 
@
@
 
Ⅰ
 
り
た
 Ⅱ
 
リ
 

こ
と
言
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
妄
言
を
謝
し
て
 摘
 筆
す
る
。
 

  



国
際
 シ
ソ
ポ
 ジ
ウ
ム
 

「
現
代
に
お
け
る
宗
教
集
団
間
の
葛
藤
と
協
調
」
 

報
告
 

井
上
順
孝
 

去
る
七
月
四
日
五
日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
、
普
門
館
国
際
会
議
 室
 に
お
 

い
て
、
中
央
学
術
研
究
所
主
催
に
よ
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
 開
催
さ
れ
 

た
 。
テ
ー
マ
は
「
現
代
に
お
け
る
宗
教
集
団
間
の
葛
藤
 と
朋
調
 」
で
あ
っ
 

た
 。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
企
画
と
運
営
に
実
行
委
員
と
 し
て
関
わ
 

っ
て
い
た
の
で
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
、
こ
の
会
議
の
概
要
を
 紹
介
す
る
 

こ
と
に
し
た
い
。
 

現
代
は
国
家
間
あ
る
い
 は
 民
族
間
で
の
人
間
の
交
流
が
、
こ
れ
 ま
で
と
 

は
 比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
頻
繁
と
な
り
、
ま
た
情
報
の
国
際
的
 広
ま
り
の
 

度
合
い
と
そ
の
伝
達
の
速
度
は
加
速
的
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
 当
 然
の
結
果
 

と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
集
団
が
相
互
影
響
を
及
 は
す
 場
面
 も
 、
非
常
 

に
 多
様
化
し
て
ぎ
て
い
る
。
集
団
間
の
対
時
の
形
態
が
多
様
化
 す
る
と
 
ぃ
 

う
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
そ
こ
で
の
相
互
作
用
が
複
雑
な
も
 の
に
な
る
 

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
相
互
作
用
が
一
体
ど
の
よ
う
な
集
団
を
母
体
と
 し
て
、
 

ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
て
く
る
か
は
、
き
わ
め
て
一
般
化
の
難
 し
い
問
題
 

展
望
 

で
あ
る
。
た
だ
、
あ
る
視
点
を
定
め
れ
ば
、
そ
の
視
野
に
お
 い
 て
 、
い
く
 

つ
か
特
徴
的
な
動
ぎ
を
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
な
筈
で
あ
る
。
 ，
 」
の
 シ
ン
 

ボ
ジ
ヴ
ム
 
は
、
そ
う
し
た
む
し
ろ
問
題
発
見
的
な
意
図
か
ら
 出
 発
し
た
。
 

複
数
の
宗
教
間
に
お
け
る
相
互
作
用
 は
 、
歴
史
上
数
多
く
観
察
 さ
れ
て
 

ぎ
た
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
も
、
個
人
を
媒
介
に
す
る
も
の
で
あ
 っ
 た
り
、
 

ま
さ
に
集
団
と
集
団
と
の
間
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
 り
す
る
。
 

一
つ
の
宗
教
の
母
体
が
実
質
的
に
ほ
民
族
や
国
家
と
ほ
 ば 重
な
っ
 
て
い
る
 

場
合
も
あ
る
。
作
用
の
内
容
も
、
よ
り
融
合
的
あ
る
い
は
友
好
 的
な
も
の
 

や
 、
よ
り
反
発
的
な
い
し
敵
対
的
な
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
 焦
 点
 を
い
く
 

ら
か
限
定
す
る
た
め
、
今
回
は
、
相
互
作
用
が
一
応
集
団
を
単
 位
 と
し
て
 

生
じ
て
い
る
も
の
で
、
時
代
的
に
ほ
現
代
な
い
し
現
代
に
直
接
 的
に
関
わ
 

っ
て
い
る
時
期
の
現
象
に
限
る
こ
と
に
し
た
。
 

と
こ
ろ
で
相
互
作
用
の
内
容
は
、
敵
対
関
係
や
協
調
的
連
合
と
 @
 
@
 
Ⅴ
 つ
 -
@
 

キ
ハ
 

比
較
的
単
純
な
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
協
力
し
っ
 っ
 も
競
合
す
 る
と
か
、
 

互
い
に
反
発
し
つ
つ
も
一
部
協
調
す
る
と
い
っ
た
、
よ
り
複
雑
 な
 局
面
も
 

想
定
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
も
の
も
一
応
葛
藤
と
協
調
と
い
う
 一
一
つ
の
方
 

向
の
混
在
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
で
メ
イ
ン
テ
 １
％
 ま
、
 

@
 

「
現
代
に
お
け
る
宗
教
集
団
間
の
葛
藤
と
協
調
」
と
い
う
こ
と
に
 
な
っ
た
。
 

さ
ら
に
、
葛
藤
と
協
調
の
場
面
を
考
え
る
背
景
を
あ
る
程
度
設
 定
 し
て
 

お
い
た
方
が
よ
い
と
の
判
断
か
ら
、
三
つ
の
サ
ブ
テ
ー
マ
を
 設
 げ
る
こ
と
 

に
し
た
。
ま
ず
宗
教
間
の
相
互
作
用
に
関
わ
る
問
題
が
錯
綜
 し
   

 
 

る
 理
由
の
一
つ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
国
際
化
の
 急
速
な
進
㏄
 

行
 が
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
「
国
際
化
時
代
の
宗
教
集
団
」
 

 
 

フ
 テ
ー
マ
が
ま
ず
 
設
 げ
ら
れ
た
。
次
に
宗
教
間
の
葛
藤
が
問
題
 と
な
る
の
 



ほ
 、
民
族
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
ほ
な
い
か
 と
い
う
 見
 

通
し
か
ら
、
「
宗
教
と
民
族
」
と
い
う
サ
ブ
テ
ー
マ
が
 設
 げ
ら
 れ
た
。
 
ま
 

た
 、
日
本
や
ア
メ
リ
カ
 2
 皿
現
代
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
 ほ
、
い
 ろ
 い
ろ
 

な
 タ
イ
プ
の
新
宗
教
運
動
の
発
生
・
展
開
で
あ
り
、
こ
れ
が
 宗
 教
 界
に
 ダ
 

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
 
か
ら
、
 

「
新
宗
教
運
動
の
展
開
」
と
い
う
サ
ブ
テ
ー
マ
が
最
後
に
設
げ
ら
 
れ
た
。
 

実
行
委
員
は
、
星
野
英
紀
 氏
 
（
大
正
大
学
）
、
ノ
ル
マ
ン
・
 
へ
 イ
フ
ン
 

ス
氏
 
（
国
学
院
大
学
Ⅰ
梅
津
社
司
辰
（
中
央
学
術
研
究
所
）
 

、
鈴
 木
 啓
太
 

部
民
（
 W
C
R
P
 

）
、
そ
れ
に
私
の
五
人
で
構
成
さ
れ
た
。
 

日
 本
 で
開
か
 

れ
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
と
ぎ
た
ま
高
名
な
受
者
た
ち
の
 一
万
的
な
 

発
言
に
終
わ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
考
え
、
自
由
な
 討
 議
を
行
え
 

る
よ
う
に
と
、
パ
ネ
リ
ス
ト
も
一
般
参
加
者
も
、
比
較
的
若
手
 の
 研
究
者
 

を
 招
請
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
く
に
宗
教
社
会
学
研
究
会
の
 メ
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 l
l
@
-
 

@
 

は
、
 多
く
の
参
加
を
要
請
し
た
。
そ
し
て
全
体
の
シ
ン
ポ
ジ
 ゥ
 ふ
め
 
構
成
 

は
 次
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
。
 

メ
イ
ン
テ
ー
マ
「
現
代
に
お
け
る
宗
教
集
団
間
の
葛
藤
と
協
調
」
 

セ
ソ
シ
，
ン
 
1
 
 「
国
際
化
時
代
の
宗
教
集
団
」
 

・
セ
ッ
シ
 ，
ン
 2
 
 「
宗
教
と
民
族
」
 

・
 セ
ソ
シ
，
ン
 
3
 
 「
新
宗
教
運
動
の
展
開
」
 

セ
，
シ
 
。
 ン
 4
 
 「
総
合
討
議
」
 

 
 

 
 

 
 

セ
戸
四
日
に
は
 
セ
 "
 シ
 。
 シ
 ー
（
午
前
九
時
半
Ⅰ
午
後
 0
 時
半
 ）
と
エ
 て
 

ソ
シ
，
ン
 2
 
 （
午
後
二
時
 @
 
五
時
）
が
、
ま
た
五
日
に
は
同
じ
   

ョ
ン
 3
 と
セ
ッ
シ
ョ
ン
 
4
 が
開
か
れ
た
。
会
議
に
は
、
全
体
で
 約
五
 0
 名
 

が
 参
加
し
、
時
に
は
予
定
時
間
を
オ
ー
バ
ー
す
る
程
の
熱
心
な
 討
議
が
な
 

さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
、
 

発
 題
の
概
要
、
コ
メ
ン
ト
の
概
要
、
 

一
般
討
議
℡
 

   
 

の
 概
略
の
順
に
紹
介
し
て
い
ぎ
た
い
。
 

ま
ず
セ
ッ
シ
ョ
ン
ー
に
お
い
て
は
、
十
枚
 弘
 九
民
（
国
立
民
族
 学
 博
物
㏄
 

館
 ）
が
司
会
者
と
な
り
、
三
名
の
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
 次
の
よ
う
 

な
発
題
 が
あ
っ
た
。
 

p
 一
 ラ
ン
ド
，
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
 
氏
 
（
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
ロ
米
 
国
ロ
 ）
 

「
グ
ロ
ー
バ
リ
 ゼ
 イ
シ
ョ
ン
と
宗
教
の
将
来
」
 

6
 さ
 す
 0
 目
 z
a
 
（
 
ざ
コ
 い
コ
ヰ
 

ヰ
 
す
の
何
 
%
 円
 
亡
ハ
 
0
0
 比
目
 
卍
む
 
ミ
田
 
@
0
 
コ
 ）
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
 氏
 
（
ラ
ッ
ト
ガ
ー
ズ
大
学
「
 
米
 国
ロ
 ）
 

「
母
国
は
異
国
ア
メ
リ
カ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ア
ジ
ア
発
見
」
 

（
 
田
く
 
。
Ⅰ
せ
句
い
（
 

す
 。
 ニ
ド
コ
ら
 
抜
の
弓
 0
 Ⅱ
 ゑ
 ㎎
 臣
 Ⅰ
い
さ
 
宙
 
下
日
 e
 由
り
い
 
コ
 の
 0
 円
 
@
 
ヲ
 

0
-
 
日
の
 ぃ
 年
年
（
 
す
 の
し
 ず
 の
 0
 つ
め
ミ
 0
 ト
レ
 ム
 の
 
ト
 の
 印
ト
 
1
,
 
Ⅰ
の
 
ひ
 ㏄
）
 

山
田
裕
氏
（
 モ
 ナ
ッ
シ
ュ
大
学
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
 巳
 
「
ア
メ
 リ
カ
 

と
 ナ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
の
宗
教
」
（
 
下
 R
 三
宮
 S
 コ
 O
 コ
 

㌧
「
 

o
n
 

の
 簗
 0
 め
 目
ぃ
 
つ
い
コ
 
の
の
の
 
之
 0
%
 オ
呂
癩
 @
0
 
コ
の
ぎ
 （
す
の
 

C
.
 

の
・
 

キ
 
の
コ
宙
 

卜
 Ⅰ
㏄
 
巨
 日
田
）
 

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
氏
は
 
、
グ
 
p
l
 バ
リ
 ゼ
 イ
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
 を
 用
い
 

て
 今
日
進
行
し
つ
つ
あ
る
状
況
を
全
般
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
 ぅ
立
場
を
 

示
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
 

ノ
シ
 。
 ン
 と
国
際
化
と
は
ど
う
異
な
 る
か
、
 ま
 

た
 グ
ロ
ー
バ
リ
 
ゼ
 イ
シ
ョ
ン
は
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
 観
察
で
き
 

る
か
は
、
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
大
い
に
議
論
さ
れ
る
 @
 」
と
と
な
 

っ
た
 。
残
る
二
人
は
か
な
り
具
体
的
な
事
例
に
即
し
た
発
表
で
 あ
っ
た
。
 

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
氏
は
、
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
 か
 ア
ジ
ア
 



に
お
い
て
展
開
し
た
三
つ
の
布
教
の
類
型
を
、
ア
メ
リ
カ
の
 カ
 ト
リ
ッ
ク
 

の
 ア
ジ
ア
理
解
の
類
型
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
地
域
 主
義
の
克
 

服
 に
よ
る
国
際
化
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
の
が
ポ
イ
ン
 ト
 で
あ
っ
 

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
山
田
氏
の
も
の
は
、
創
価
学
会
 と
 仏
教
会
 

が
 オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ
る
布
教
を
展
 聞
 し
て
い
 

る
こ
と
を
紹
介
し
、
二
つ
の
組
織
と
も
、
民
族
の
壁
を
越
え
て
 布
教
し
て
 

い
る
が
、
日
本
的
な
も
の
を
前
面
に
出
す
か
そ
ら
で
な
い
か
の
 相
違
が
あ
 

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
 

セ
ッ
シ
ョ
ン
 
2
 は
、
ヤ
ン
・
 
ス
イ
 ン
 ゲ
ド
｜
氏
 
（
南
山
大
学
）
を
 司
会
 

者
 と
し
、
三
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
、
次
の
よ
う
な
発
頭
が
あ
 っ
た
 。
 

キ
ム
・
ノ
ッ
ト
 
氏
 
（
リ
ー
ズ
大
学
「
英
国
し
「
英
国
に
お
け
る
 

南
ア
 

ジ
ア
宗
教
の
生
き
残
り
戦
略
」
 

あ
 （
 
q
p
 

（
の
 

四
 8
h
0
 

「
の
 

臣
 （
 づ
 守
生
 ぃ
ヨ
 O
 コ
的
 

の
 0
 口
目
下
の
ざ
 目
刃
田
充
ざ
 目
の
ぎ
 い
 二
 %
 ぎ
 ）
 

唐
志
強
氏
 
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
）
「
多
元
的
社
会
に
お
け
る
 

国
家
 

形
成
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
事
例
」
 

哀
ぃ
エ
 0
 コ
ヴ
巨
 生
口
 的
 
@
 
 
 

㌧
 -
F
 
Ⅰ
 
a
-
 
ず
 （
 
ピ
 
の
の
 

0
0
 

ヒ
 
0
%
 
ぜ
一
 Ⅰ
Ⅱ
す
の
 

C
 い
 の
の
 0
 ホ
の
 @
 
ぢ
 ㏄
 い
 で
 0
 Ⅱ
の
）
 

荒
井
 芳
 慶
民
（
 幾
徳
 工
業
大
学
）
「
イ
ン
デ
ィ
オ
問
題
と
キ
リ
 ス
ト
 

教
 伝
道
の
現
代
的
課
題
」
（
 
円
汀
 
～
 
コ
 d
@
a
 

コ
フ
 。
三
の
ヨ
当
年
目
。
 ヰ
 0
 Ⅰ
 
臣
 

Ⅱ
の
の
 

@
 
卜
の
 
の
 
@
 @
-
-
@
 

Ⅱ
一
 
@
@
 

与
 @
@
w
 

（
 
@
p
@
 

）
 ヲ
 （
 
@
 
の
の
 
@
0
 
Ⅰ
 
@
m
@
 

レ
 

三
つ
の
 発
題
 は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
も
状
況
も
異
な
る
問
題
を
扱
っ
 
て
い
 

た
 。
ノ
ッ
ト
氏
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
移
民
し
た
ア
ジ
ア
糸
の
人
人
 が
 宗
教
を
 

望
 

媒
介
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に
当
地
に
お
い
て
定
着
を
図
っ
 て

い
る
か
を
 
論
 

展
 

じ
た
。
 唐
 氏
は
複
数
の
民
族
が
共
存
し
、
複
数
の
 @
=
n
 

軋
 M
@
 
か
 公
用
語
と
な
っ
 

て
い
る
シ
ン
ガ
ボ
ー
ル
に
お
い
て
、
国
民
意
識
の
形
成
に
政
府
 の
 宗
教
政
 

策
 が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
っ
た
か
を
論
じ
た
。
ま
た
荒
井
氏
 は
イ
 ン
 デ
 

オ
に
 対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
布
教
の
中
か
ら
典
型
的
と
思
わ
 れ
る
三
 
つ
 

0
 例
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
お
け
る
相
互
作
用
の
実
情
を
説
明
 し
た
。
 

セ
ッ
シ
ョ
ン
 
3
 は
西
山
茂
氏
（
東
洋
大
学
）
を
司
会
者
と
し
て
、
 

同
じ
 

く
 次
の
三
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
 発
題
 が
あ
っ
た
。
 

ア
ン
ソ
ン
・
シ
ュ
ー
ブ
 
氏
 
（
テ
キ
サ
ス
大
学
口
米
国
 
ロ
 
）
「
も
は
 
や
新
 

し
く
な
く
な
っ
た
新
宗
教
運
動
１
１
葛
藤
の
内
容
は
ど
う
か
わ
 
 
 

か
 」
（
之
の
毛
 由
臼
充
 -
0
 
目
 ㏄
 富
 0
 セ
 の
日
の
臣
（
の
 

毛
 ず
の
二
円
す
 e
 せ
卜
 Ⅱ
 
の
 之
 。
 

Ⅰ
 0
 コ
 的の
「
の
 
0
 之
 。
キ
一
正
。
毛
の
 0
 臣
 小
口
の
（
 

絃
 ㏄
 ト
 
Ⅰ
「
の
の
）
 

ラ
リ
ー
・
 
マ
 ミ
ヤ
 氏
 
ス
サ
ー
ル
大
学
「
米
国
 ヒ
 
「
新
宗
教
 
運
 動
と
 

し
て
の
ブ
ラ
ッ
ク
ム
ス
リ
ム
」
（
 

円
汀
荘
お
 寸
口
目
当
日
の
下
 め
 や
 

Z
0
%
 オ
臼
哩
 0
 仁
の
目
 0
 せ
 。
日
の
 
コ
こ
 

対
馬
路
人
民
（
関
西
学
院
大
学
）
「
近
代
日
本
に
お
け
る
既
成
 教
団
 

と
 新
宗
教
運
動
そ
の
葛
藤
と
共
存
の
諸
相
」
 G
 
註
 屈
 め
 
-
a
t
 

-
O
 
コ
 

㏄
 す
 -
 
づ
ヴ
 。
 ト
 
圭
の
の
 
俺
 こ
の
（
い
 

す
コ
 
の
 プ
 の
 宙
 ㏄
二
ヰ
之
の
毛
 勾
 の
 目
 ㏄
 -0
 
コ
 ㏄
 -
 
臣
ン
由
 
0
 ヰ
 の
 Ⅰ
 毘
 

Ⅰ
い
で
 

ド
コ
 
）
 

ま
ず
、
シ
ュ
ー
ブ
氏
は
 、
 主
に
東
洋
か
ら
渡
り
て
 き
た
 ア
メ
リ
 力
 め
新
 

宗
教
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
全
体
社
会
に
順
応
し
て
 い
く
か
に
 

つ
い
て
論
じ
、
こ
う
し
た
新
宗
教
の
変
化
を
成
熟
過
程
と
規
定
 した
。
 
彼
 

は
こ
の
成
熟
過
程
は
あ
る
程
度
予
測
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
 ぅ
 見
方
を
 

示
し
た
。
 

マ
 ミ
ヤ
氏
は
ブ
ラ
 
"
 ク
 
ム
ス
リ
ム
を
新
宗
教
と
し
て
 見
た
ら
ど
の
 

   
 

 
 

う
か
と
い
う
興
味
深
い
試
み
を
提
出
し
、
ブ
ラ
ッ
グ
ム
ス
リ
ム
 が
ど
の
 ょ
 

う
 に
展
開
し
た
か
、
こ
れ
を
日
本
の
新
宗
教
と
比
べ
る
と
ど
の
 
 
 

と
が
言
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、
対
馬
 氏
は
、
日
 



本
の
新
宗
教
が
既
成
宗
教
と
は
余
り
深
刻
な
対
立
が
な
か
っ
た
 @
 
」
と
を
 指
 

摘
し
 、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
加
て
た
。
 

最
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
 4
 に
お
い
て
は
、
田
九
徳
 善
 底
土
栗
東
大
 学
 ）
 を
 

司
会
者
と
し
て
全
体
的
な
討
議
に
時
間
が
費
や
さ
れ
た
。
二
人
 の
 バ
ネ
 リ
 

ス
ト
が
、
そ
れ
ぞ
れ
会
議
全
体
を
ま
と
め
る
形
で
の
問
題
提
起
 を
し
た
。
 

ヮ
 ス
ノ
ー
 氏
 
（
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
ロ
米
国
 
ピ
は
 、
宗
教
運
動
 0
 発
生
と
 

そ
れ
が
被
る
変
化
を
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
を
提
起
し
た
。
 現
 代
は
 宗
教
 

集
団
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
代
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
か
 、
地
域
の
 

特
殊
性
は
ど
 う
 考
え
る
べ
 
き
か
 、
全
体
社
会
と
の
関
係
は
ど
 う
 す
る
か
、
 

現
代
と
ほ
ど
こ
か
ら
を
言
 う
 の
か
な
ど
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
 こ
と
を
 指
 

摘
 し
た
上
で
、
協
力
に
関
す
る
三
つ
の
タ
イ
プ
が
想
定
さ
れ
る
 と
し
た
。
 

そ
れ
ら
は
、
犠
牲
を
強
い
る
も
の
、
功
利
的
な
も
の
、
そ
し
て
 制
度
化
へ
 

の
 プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
 島
薗
 逸
民
（
 東
 

東
大
学
）
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
デ
ー
 マ
 そ
の
も
の
に
再
考
の
必
 要
 が
あ
る
 

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
、
宗
教
集
団
が
真
に
 対
立
す
る
 

の
は
、
他
の
宗
教
集
団
よ
り
も
む
し
ろ
国
家
で
は
な
い
か
と
い
 ぅ
 考
え
を
 

示
し
た
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
示
さ
れ
た
事
例
を
総
合
的
に
理
 解
す
る
 視
 

点
と
し
て
、
宗
教
文
化
の
多
様
化
と
文
化
的
葛
藤
と
い
う
視
点
 ほ
ど
う
で
 

あ
ろ
う
か
と
提
起
し
た
。
 

 
 

 
 

 
 

さ
て
、
 
セ
ソ
 シ
ョ
ン
ー
か
ら
 
3
 ま
で
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
に
 フ
 ロ
ア
コ
 

メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
依
頼
し
て
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
に
っ
 ぃ
 て
 質
問
 と
 

コ
メ
ン
ト
を
し
て
も
ら
い
、
全
体
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
へ
の
水
 路
 作
り
 

な
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
当
初
は
、
質
問
の
皮
 切
 り
 的
な
意
 

味
で
 依
頼
し
て
あ
っ
た
の
だ
が
、
会
議
の
熱
心
な
雰
囲
気
も
手
 
伝
っ
て
 

か
 、
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
重
ね
る
ご
と
に
、
次
第
に
 級
 密
な
コ
メ
ン
 
ト
 に
な
っ
 

璃
 

て
い
つ
た
。
要
点
だ
け
を
拾
う
形
に
な
る
が
、
 

セ
ノ
シ
，
ン
順
 に

 紹
介
し
㏄
 

 
 

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

セ
ソ
シ
，
シ
 
ー
で
は
、
石
井
研
士
民
（
東
京
大
学
）
と
中
野
稗
 氏
 
（
 
創
 

価
 大
学
）
が
 
7
p
 ア
 コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
。
中
野
氏
 は
  
 

ト
ソ
ン
氏
の
グ
ロ
ー
バ
リ
 セ
 イ
シ
ョ
ン
の
概
念
を
よ
り
詳
細
に
 説
明
し
て
 

欲
し
い
と
求
め
た
。
山
田
氏
に
対
し
て
は
、
日
本
の
宗
教
が
 海
 外
で
 異
民
 

族
に
 布
教
す
る
場
合
の
布
教
方
針
の
相
違
は
、
そ
の
宗
教
の
発
 展
 段
階
と
 

関
係
が
あ
る
の
で
ほ
な
い
か
と
い
う
問
を
発
し
た
。
一
方
、
石
 井
底
 は
特
 

に
 フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
氏
に
対
し
て
質
問
を
向
け
た
。
ア
メ
リ
カ
の
 カ
ト
リ
ノ
 

ク
の
 ア
ジ
ア
対
策
は
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
お
け
る
決
定
と
 関
係
が
あ
 

る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
ア
ジ
ア
に
目
を
向
 け
 る
 よ
 う
 に
 

な
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
東
洋
系
の
新
宗
教
の
活
動
 と
 関
係
が
 

あ
る
の
か
ど
う
か
を
質
問
し
た
。
 

セ
ッ
シ
。
 
ン
 2
 で
 は
 、
吉
原
和
男
氏
（
名
古
屋
商
科
大
学
）
 

と
 鈴
木
正
 

崇
氏
 
（
慶
応
大
学
）
が
コ
メ
ン
ト
を
行
な
っ
た
。
吉
原
氏
は
 

長
 く
 東
南
ア
 

シ
フ
 に
お
け
る
華
人
社
会
の
研
究
を
重
ね
て
お
り
、
ま
た
鈴
木
 氏
は
ス
ヴ
 

ラ
ン
 ヵ
 等
に
お
い
て
現
地
調
査
を
し
た
 経
 肺
を
有
す
る
の
で
、
 

質
問
は
か
 

な
り
専
門
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
吉
原
氏
は
、
民
族
と
い
う
 概
 念
 を
ど
の
 

よ
う
 に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
か
な
り
大
き
な
問
い
か
け
を
し
 た
ほ
か
、
 

唐
氏
 に
対
し
、
シ
ン
ガ
ボ
ー
ル
で
儒
教
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
 こ
と
に
 他
 

の
 民
族
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
て
い
る
か
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
 ル
 に
お
 け
 

る
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 
は
 管
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
 ぅ
 や
や
 厳
 



展 望   
  

教
の
既
成
宗
教
と
の
葛
藤
は
、
新
宗
教
の
発
展
過
程
に
お
け
る
 規
模
の
問
 

題
 と
大
ぎ
く
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
尋
ね
た
。
 

 
 

 
 

 
 

フ
ロ
ア
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
 貫
問
と
 コ
メ
ン
ト
に
続
い
て
、
 
全
 体
 議
論
 

が
 活
発
に
交
わ
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
議
論
 の
 展
開
は
 

か
な
り
異
な
Ⅰ
 
た
 。
セ
ッ
シ
ョ
ン
ー
は
 、
 p
 バ
ー
ト
ソ
 
ヱ
 氏の
  
 

リ
ゼ
イ
シ
，
ン
 
と
い
う
大
き
な
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
と
、
個
々
 の
事
例
の
 

も
つ
意
味
に
つ
い
て
の
細
か
な
討
議
の
二
方
向
が
混
在
し
て
い
 た
 。
セ
ッ
 

シ
ョ
ン
 2
 は
、
対
象
と
な
っ
た
地
域
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
こ
 と
が
、
 
プ
 

ラ
ス
よ
り
も
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
民
族
 と
 宗
教
の
 

絡
ま
り
と
い
う
同
一
の
視
点
を
接
点
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
が
 ク
ロ
ス
 し
 

て
 論
議
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
は
や
や
外
れ
、
 個
 々
の
 
ケ
 l
 

ス
は
 
つ
い
て
の
独
立
し
た
質
疑
応
答
が
主
体
と
な
っ
た
。
質
問
 の
中
に
 

は
 、
議
論
を
広
げ
よ
う
と
す
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
の
だ
 が
 、
発
表
 

者
が
な
か
な
か
自
分
の
扱
っ
た
題
材
の
外
に
飛
び
出
し
て
こ
な
 か
っ
た
 と
 

い
う
こ
と
も
、
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
 3
 は
 、
も
っ
 

と
も
議
論
が
沸
騰
し
た
。
こ
れ
ほ
参
加
者
の
中
に
新
宗
教
に
興
 味
 を
も
つ
 

人
々
が
多
く
い
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 議
 論
は
日
米
 

の
 新
宗
教
の
比
較
を
中
心
に
興
味
深
い
視
点
が
い
く
つ
か
提
起
 さ
れ
た
。
 

セ
ッ
シ
 ，
ン
 4
 は
、
セ
ッ
シ
。
 
ン
 3
 の
流
れ
を
継
承
し
て
、
 
新
め
 示
教
の
問
 

題
を
中
心
に
し
な
が
ら
も
、
民
族
の
問
題
や
グ
ロ
ー
バ
リ
 セ
イ
 シ
ョ
ン
の
 

概
念
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
が
、
再
び
新
た
な
視
点
か
ら
論
じ
 ろ
 れ
た
。
 

フ
ロ
ア
を
交
え
て
の
質
疑
応
答
も
、
興
味
あ
る
も
の
が
数
多
く
 あ
っ
た
 

が
 、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
 甘
 テ
ー
マ
ご
と
に
ま
と
め
て
紹
介
 し
た
い
。
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グ
 p
 １
バ
 リ
ゼ
 イ
シ
ョ
ン
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
田
九
民
 か
 ら
 神
学
的
 

概
念
で
は
な
い
の
か
と
い
う
 軋
問
 が
出
さ
れ
、
ま
た
 ス
イ
 ン
 ゲ
  
 

ら
は
、
こ
れ
が
宗
教
の
個
人
化
現
象
と
ど
う
い
う
関
わ
り
を
も
 つ
も
の
か
 

が
 問
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
 

"
 バ
ー
ト
ソ
ン
氏
は
、
こ
の
 概
念
が
 純
 

枠
 に
宗
教
社
会
学
的
概
念
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た
こ
れ
 が
 世
俗
化
 

概
念
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
言
い
添
え
た
。
ロ
バ
ー
ト
 ソ
ン
氏
は
 

グ
ロ
ー
バ
リ
 
ゼ
 イ
シ
ョ
ン
の
も
つ
二
面
性
を
し
ば
し
ば
強
調
し
 た
が
、
 そ
 

れ
は
彼
が
グ
ロ
ー
バ
リ
 ゼ
ィ
シ
 
。
 ン
を
 必
ず
し
も
好
ま
し
い
 過
 程
 と
ば
か
 

り
は
捉
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
宗
教
文
化
 は
 多
元
化
し
 
て
い
る
と
 

い
 う
 が
、
一
方
で
一
元
化
も
進
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
   

裕
氏
 
（
筑
波
大
学
）
の
主
張
 
は
 、
直
接
的
に
は
 島
薗
 氏
の
所
説
 へ
の
疑
問
 

で
あ
っ
た
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
に
も
関
連
 さ
 せ
る
こ
と
 

が
で
き
る
。
 

グ
ロ
ー
バ
リ
 
セ
イ
シ
 
。
 ン
は
 国
際
化
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
に
包
 侵
 さ
れ
 

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
国
際
化
と
そ
れ
に
付
随
す
る
土
着
化
 や
 地
域
性
の
 

問
題
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
議
論
が
あ
っ
た
。
ヘ
イ
ブ
ン
ス
 氏
 は
 、
日
本
 

の
 宗
教
は
国
際
化
し
つ
っ
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
一
体
そ
れ
が
 何
を
つ
く
 

り
だ
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
を
提
出
し
た
。
日
本
宗
教
に
と
 ぅ
て
 国
際
 

化
と
は
一
体
何
を
指
す
の
か
、
単
に
外
国
人
へ
の
布
教
と
い
う
 こ
と
だ
 け
 

を
 意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
ど
う
か
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
 は
 論
議
さ
 

れ
な
か
っ
た
が
、
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
 

民
族
に
絡
ま
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
飯
田
剛
史
氏
（
富
山
大
学
 ）
。
 
@
 
よ
刀
 
Ⅰ
 

イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
、
本
当
に
宗
教
が
彼
ら
の
 ア
 イ
デ
ン
テ
 

ィ
 テ
ィ
に
と
っ
て
中
心
的
な
の
か
、
単
に
研
究
者
が
そ
う
 考
，
 
-
 
ん
 て
い
る
に
 

過
ぎ
な
い
の
か
を
問
 う
た
 。
ノ
ッ
ト
 氏
 。
 
ぽ
 、
出
際
に
そ
う
で
あ
 る
と
答
え
 

 
 

た
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
問
題
は
咄
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
 る
 。
木
村
 
巧
 

英
 農
民
 
-
 愛
知
学
院
大
学
）
は
、
シ
ン
ガ
ボ
ー
ル
の
事
例
に
つ
 い
て
、
公
の
 

 
 

的
な
ア
イ
 ヂ
 
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
私
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
 り
 ぅ
 区
別
が
㏄
 

必
要
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
と
 い
 う
 公
的
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
と
は
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
 私
的
な
 ァ
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
は
も
っ
と
事
情
が
複
雑
で
は
な
い
か
 と
い
う
 指
 

摘
 で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
質
問
へ
の
答
え
に
限
ら
ず
、
 

シ
ン
ガ
ポ
 

｜
ル
 
に
お
け
る
民
族
の
平
等
性
を
主
張
す
る
 唐
 氏
の
応
答
は
 、
 中
国
系
の
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
 
人
 と
し
て
の
彼
の
立
場
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
 の
で
あ
っ
 

た
 葛

藤
の
種
類
に
関
し
て
は
、
幸
木
真
底
（
明
治
大
学
）
が
 、
一
 
つ
ハ
 り
出
不
 

数
 集
団
の
葛
藤
の
対
象
と
し
て
は
、
地
域
社
会
に
定
着
し
た
 宗
 教
 形
態
と
 

い
 う
 も
の
が
む
し
ろ
重
要
で
は
な
い
か
と
い
う
問
を
発
し
た
。
 中
 
牧
民
 

は
 、
ア
メ
リ
カ
で
は
対
決
に
よ
る
問
題
の
解
決
と
い
う
の
が
 特
 徴
 的
な
の
 

に
 対
し
、
日
本
で
は
最
初
か
ら
対
決
を
避
け
る
と
い
う
回
避
的
 メ
カ
ニ
ズ
 

ム
が
 
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
ま
た
、
西
山
氏
 か
ら
は
、
 

安
易
な
協
調
よ
り
も
弁
証
法
的
な
葛
藤
の
方
が
宗
教
に
と
っ
て
 は
よ
り
 意
 

味
 

の
あ
る
こ
う
趣
旨
の
発
 
臣
が
 占
っ
 
た
 。
 い
 ず
 

れ
も
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
発
言
で
お
っ
た
が
、
時
間
の
制
約
 の
た
め
、
 

十
分
た
 討
了
 が
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
門
倉
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

以
上
の
よ
う
に
、
議
論
は
か
な
り
 多
 ・
岐
に
わ
た
り
、
な
か
な
か
 
焦
点
が
 

結
ば
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
論
議
が
次
に
ど
の
よ
う
な
 テ
 ｜
て
 
に
 向
 



か
っ
て
開
か
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
示
さ
れ
た
こ
 と
は
重
要
 

で
あ
る
。
と
く
に
、
 
繍
 曲
集
団
間
の
葛
藤
に
は
一
体
ど
の
 よ
う
 な
 種
類
の
 

も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
木
質
的
に
何
と
何
と
の
葛
藤
で
あ
る
か
 を
、
 明
ら
 

か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
く
 惑
 じ
ら
れ
た
 
 
 

葛
藤
を
も
た
ら
す
宗
教
集
団
の
一
方
の
例
に
は
新
宗
教
が
位
置
 す
る
こ
 

と
が
多
い
が
、
同
時
に
、
新
宗
教
が
実
際
ニ
打
開
托
生
じ
て
い
 る
 相
手
に
 

つ
い
て
の
問
題
は
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
り
う
る
。
例
え
ば
新
京
 教
 と
対
立
 

し
て
い
る
の
が
、
既
成
宗
教
よ
り
も
む
し
ろ
国
家
あ
る
い
は
 家
 族
 と
い
う
 

単
位
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
は
も
っ
と
つ
ぎ
詰
め
て
い
く
 必
 要
 
が
あ
 

る
 。
こ
う
し
た
議
論
は
 、
 更
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
事
例
に
関
し
 て
 論
じ
 ろ
 

れ
た
国
家
の
も
つ
擬
似
宗
教
性
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
  
 

ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
い
て
は
国
家
へ
の
忠
誠
は
俗
的
な
も
の
と
 規
 足
 さ
れ
て
 

い
る
と
、
 唐
 氏
は
主
張
し
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
 士
 
本
数
的
な
 

問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
ほ
可
能
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
 l
 ル
に
 
お
い
て
 

は
 、
中
国
系
の
人
が
多
数
を
占
め
る
た
め
、
儒
教
文
化
と
い
う
 も
の
が
 全
 

体
を
色
濃
く
覆
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
 ヤ
 な
わ
ち
 

あ
ま
り
 

意
 

識
 さ
れ
な
い
宗
教
性
と
し
て
の
儒
教
倫
理
と
い
う
観
点
が
設
定
 で
き
る
で
 

あ
ろ
う
。
ま
た
儒
教
倫
理
を
道
徳
の
分
野
に
収
納
し
た
と
し
て
 も
 、
国
家
 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 
は
 常
に
聖
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
 い
う
視
点
 

は
 依
然
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

展
 

立
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
宗
教
運
動
を
新
家
 故
 と
総
称
 
し
て
い
る
が
、
 

シ
ュ
ー
ブ
氏
が
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
 

戦
 後
は
い
っ
 

て
 ぎ
た
外
来
の
宗
教
運
動
、
例
え
ば
ハ
レ
ク
リ
シ
ュ
ナ
や
世
界
 基
督
教
 統
 

一
 神
霊
協
会
な
ど
を
新
宗
教
あ
る
い
は
カ
ル
ト
と
称
す
る
と
の
，
 
」
と
で
あ
 

る
 ，
た
だ
、
そ
 う
 言
い
な
が
ら
、
彼
は
モ
ル
モ
ン
教
も
新
宗
教
 に
 含
め
て
 

お
り
、
い
く
ら
か
用
法
に
幅
が
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
た
。
ま
た
 シ
ュ
ー
ブ
 

氏
は
 、
日
本
の
場
む
は
新
宗
教
と
い
う
用
語
で
い
ろ
ん
な
運
動
 を
 含
め
て
 

い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
に
日
本
の
研
究
者
の
 怠
慢
の
せ
 

い
で
は
な
い
。
分
類
が
一
切
行
わ
れ
て
い
な
い
わ
げ
で
は
な
く
 、
統
一
的
 

な
 分
類
の
確
立
が
困
難
で
あ
る
と
の
認
識
が
今
の
と
こ
ろ
一
般
   

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
現
段
階
で
は
、
幕
末
以
降
の
さ
ま
ざ
ま
 な
 宗
教
 運
 

動
を
新
宗
教
と
し
て
一
括
し
て
比
較
研
究
す
る
方
が
、
メ
リ
ッ
 ト
が
 大
き
 

い
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
っ
て
も
 よ
い
。
 た
 

だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
新
宗
教
と
い
う
 一
つ
の
 概
 

念
 だ
け
で
十
分
だ
と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
。
 

ま
た
、
会
議
で
は
ほ
と
ん
ど
話
題
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
が
、
 

家
 族
 の
も
 

つ
 宗
教
性
も
ま
た
こ
う
し
た
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
議
論
さ
 れ
て
し
か
 

る
 べ
 き
 も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
れ
は
目
木
の
家
制
度
が
 祖
先
崇
拝
 

0
 基
盤
と
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
連
想
し
た
か
ら
で
は
 な
い
。
 そ
 

う
し
た
習
俗
の
な
い
 マ
，
メ
り
カ
 に
お
い
て
も
や
は
り
家
族
は
 一
 つ
の
宗
教
 

性
 を
も
つ
も
の
と
し
て
論
じ
 ぅ
 る
の
で
ほ
な
い
か
と
感
じ
た
の
 で
あ
る
。
 

家
族
が
宗
教
性
を
も
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
通
常
は
意
識
 さ
れ
な
い
 

の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
新
宗
教
運
動
の
あ
る
も
の
が
家
族
か
ら
 の
 離
反
を
鈴
 

 
 

も
 要
求
す
る
よ
う
な
場
合
、
家
族
は
子
供
た
ち
を
返
せ
と
い
う
 形
で
リ
ア
㏄
 

ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
り
ア
ク
シ
ョ
ン
 
 
 

に
は
親
心
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
家
族
 の
 結
び
つ
 

  



ふ
 
き
ほ
 宗
教
に
よ
り
て
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
 

ん
で
い
る
 
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
子
供
は
親
に
所
属
す
べ
 

い
 う
 の
は
、
倫
理
や
文
化
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
 、
 

な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
検
討
さ
れ
て
い
い
 よ
 

会
議
 は
 宗
教
社
会
学
、
な
い
し
 宗
 乱
人
相
学
的
視
点
 

流
を
占
め
た
が
、
 
宗
 曲
集
団
間
の
葛
藤
や
協
調
と
い
う
 

そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
が
も
っ
教
義
、
あ
る
い
は
実
践
上
の
 

が
 大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と
は
舌
ロ
 
ぅ
 ま
で
も
た
 

視
点
を
社
会
学
的
観
点
や
人
類
学
的
観
点
に
交
差
さ
せ
 

た
 異
な
っ
た
 樺
 担
を
呈
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
 

て
 、
こ
う
し
た
次
に
進
む
べ
 き
 い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
 

と
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
大
の
収
穫
で
あ
っ
た
 

な
お
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
 

刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
日
本
語
 

書
も
企
画
 中
 で
あ
る
。
 
討
 哉
の
詳
細
な
内
容
は
そ
ち
ら
 

い
た
だ
ぎ
た
い
。
 

暗
黙
の
前
提
が
 

ぎ
も
の
で
あ
る
 

宗
教
の
問
題
で
 

ち
に
思
わ
れ
る
 

一
か
ら
の
分
析
が
 

，
こ
と
に
な
れ
ば
 

理
念
と
い
う
も
 

-
 
い
 。
こ
こ
か
ら
 

る
と
、
議
論
は
 

今
後
の
課
題
と
 

が
見
え
て
 き
た
 

よ
う
 に
思
え
る
 

近
く
英
文
紀
要
 

一
で
編
集
し
た
 報
 

の
方
を
参
照
し
 

て 告が 。 こ しまのの 一 一 " 主 。 も と 潜 
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0
 
㍉
宗
教
研
究
三
編
集
委
員
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
七
月
八
日
（
 水
 ）
午
後
六
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
井
上
順
孝
、
金
井
新
 
三
 、
田
島
照
久
、
月
末
昭
男
、
 

鶴
岡
 賀
 

雄
一
、
一
細
か
命
日
日
亡
心
 

議
題
 

一
、
 ㍉
宗
教
研
究
」
第
六
 
0
 巻
 第
四
韻
（
別
号
）
、
同
第
六
一
巻
 

第
一
 

輯
 
（
肌
骨
）
刊
行
報
告
。
 

一
 、
日
宗
教
研
究
 b
 第
六
一
巻
第
二
 輯
 
（
 鵜
臣
こ
 、
同
第
六
一
巻
 第
 一
 
一
 
一
 

揖
而
号
 ）
編
集
方
針
。
 

二
円
宗
教
研
究
 b
 編
集
カ
イ
ド
ラ
イ
ン
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
八
月
六
日
（
木
）
午
後
一
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
八
号
室
 

出
席
者
赤
目
道
雄
、
安
斉
 伸
 、
弁
円
 富
 二
夫
、
池
田
昭
、
 

石
田
 慶
 

和
 、
上
田
賢
治
、
植
田
重
雄
、
金
井
新
三
、
後
燕
光
一
郎
、
 

小
山
雷
丸
、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
秀
雄
、
鈴
木
 範
久
 、
高
崎
直
 

道
 、
田
丸
 徳
善
 、
月
末
昭
男
、
華
 園
聴
麿
 、
早
鳥
銃
 正
 、
 乎
 

井
 直
属
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
、
山
折
 
哲
 

雄
 、
山
形
孝
夫
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

会
報
 

O O 
投一 投理 開一 出場目許 O 

有無有 票事票 、 席 " テ 義 " 一   

  
  

四 

西 
遥香 植館八 て認 

      率   
率 に柳 照啓訳 / 卜 芭   
三 連 川   五、   さ 者 

    富 全室（ 名 ねめ 、 承 

啓一、 出され 五 、二 七 堵 八、       言忍 

    藤     
      午後 一 

  
    

畠雄 

  也藤 時 め   
の   昌雄 光 -@0 キ @   
      原 

  
氏が   白ト ア @ Ⅰ @. 

案 
    

理   検 
事 井 丸 討 
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有
効
投
票
数
三
五
七
 

無
効
投
票
数
 

三
 

開
票
結
果
 

田
丸
 徳
 喜
三
六
、
上
田
 閑
無
 

二
七
、
佐
々
木
表
 
幹
 

一
六
、
 

小
山
田
九
一
五
、
藤
田
富
雄
一
五
、
柳
川
啓
一
一
五
、
 

井
門
富
 二
夫
一
二
、
中
野
毅
一
二
、
山
折
哲
雄
一
一
、
 

藤
井
正
雄
一
 0
 
、
石
田
慶
和
 

一
 0 、
桜
井
徳
太
郎
 
一
 0
  
 

桜
井
秀
雄
一
 0
 
、
赤
池
憲
昭
 
九
 、
荒
木
美
智
雄
九
、
 

植
田
重
雄
九
、
玉
城
 康
 四
郎
 

九
 、
中
野
致
 篤
九
 、
 

奈
良
康
明
光
、
松
本
時
一
九
 

こ
の
結
果
、
理
事
互
選
で
選
出
さ
れ
た
田
丸
 徳
善
 、
柳
川
啓
一
、
 
藤
 

田
 富
雄
の
三
氏
を
除
い
て
、
上
田
、
佐
々
木
、
小
山
、
井
 
門
 、
中
 

野
 、
山
折
、
藤
井
、
石
田
、
桜
井
、
の
 一
 0
 氏
が
一
般
投
票
 分
 に
よ
 

る
 当
選
者
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
上
田
氏
が
辞
退
さ
れ
、
玉
城
 氏
が
 

選
出
さ
れ
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
八
月
一
五
日
（
 土
 ）
午
後
三
時
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
分
館
一
号
室
 

出
席
者
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
金
井
新
三
、
後
藤
光
一
郎
 
、
田
丸
 

徳
善
 、
申
 川
秀
恭
 、
藤
田
富
雄
、
脇
本
平
他
 

一
 、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
審
査
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
っ
 い
  
 

こ
れ
ま
で
第
一
次
審
査
委
員
を
さ
れ
て
い
た
大
挙
 顕
 、
植
田
重
 

雄
の
両
氏
の
任
期
終
了
に
と
も
な
い
、
松
木
 滋
 、
土
屋
 博
 、
 薗
  
 

堆
 の
王
氏
を
推
薦
し
た
。
 

0
 
新
入
会
員
（
八
月
六
日
承
認
 分
 ）
 

   
 

秋
山
淑
子
東
京
大
学
大
学
院
Ⅳ
平
塚
市
平
塚
 二 １
匹
 セ
ー
一
 

㎎
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

荒
川
元
 暉
 

正
眼
短
期
大
学
拙
 技
鵬
１
 ㎝
静
岡
県
田
方
 邦
画
 南
 

町
 上
沢
三
四
六
 

養
田
公
子
高
野
山
大
学
大
学
院
 
磯
｜
 ㏄
和
歌
山
藤
 伊
 郡
部
 高
 

野
 町
高
野
町
高
野
山
三
一
八
百
正
治
 
方
 

安
藤
文
雄
大
谷
大
学
講
師
 

湘
｜
 ㏄
滋
賀
県
伊
香
郡
 西
 浅
井
町
 

黒
山
一
五
七
 

磯
忠
 手甲
南
大
学
大
学
院
 
椛
 

姫
路
市
北
原
五
四
四
 ｜
 一
一
 

大
内
範
子
 
下
ぎ
 n
o
 
（
 
o
p
 大
学
大
学
院
℡
国
分
寺
市
 
光
 虹
二
 ｜
 

一
四
 ｜
 二
四
 

荻
原
稔
都
立
府
中
養
護
学
校
教
諭
℡
葛
飾
区
青
戸
 八
｜
二
 

O
l
 
七
 

大
前
人
九
州
大
学
助
手
 
咀
｜
 ㏄
福
岡
市
東
区
高
英
 ム
ロ
 

四
一
 

巾
 ｜
 

一
 三
八
 

影
山
礼
子
 
お
 日
大
学
院
Ⅲ
三
鷹
市
井
の
頭
立
 ｜
ニ
｜
 一
一
 

木
戸
正
浩
愛
知
学
院
大
学
大
学
院
 
姐
 

名
古
屋
市
中
川
 区
東
起
 

町
一
｜
 七
三
 

合
田
秀
行
日
本
大
学
大
学
院
㎝
豊
島
区
東
池
袋
 
二
｜
 一
一
一
 
｜
 

六
｜
 三
一
八
 

小
島
恵
昭
同
朋
大
学
講
師
 

就
１
 ㎝
一
宮
市
浅
井
町
屋
 崎
 字
面
 

本
郷
一
五
 

笹
尾
更
代
大
洋
英
和
女
学
院
短
大
非
常
勤
講
師
㎜
 
港
 区
 麻
布
 

Kenta
長方形



中
野
優
子
 

神
保
全
 孝
 

鈴
木
有
司
 

須
藤
 
了
深
 

住
谷
 

真
 

高
木
孝
子
 

高
橋
晋
一
 

武
田
武
 長
 

千
葉
俊
英
 

青
石
 

悦
章
 

中
川
正
法
 

中
條
院
方
 

谷
龍
 

私
情
 

十
番
一
 ｜
五
｜
三
 
一
１
匹
 0
 
一
 

姫
路
 独
教
 大
学
教
員
㎝
姫
路
市
 伊
伝
居
 二
六
１
匹
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Eine nochmalige uberlegung 

zu den "Vasallenvertragen Asarhaddons" 

Kazuko WATANABE 

ABSTRACT: Die akkadischen Texte "Vasallenvertrage Asarhaddons" 
(VTE) sind in der Tat weder Vertrage, folglich noch Vasallenvertrage, 
die zwischen dem Konig und seinen VasalIen geschlossen wurden, 
sondern die Vereidigungsurkunden, welche anlaBlich der Vereidigung 

ausgestellt wurden, mit der Asarhaddon, Konig von Assyien, bezweck- 
te, alle Leute, sowohl die assyrischen als auch die ausIandischen, 
schworen zu lassen, seine Thronfolgeregelung zu beachten. Die VTE 

sind ein Teil der zahlreichen Urkunden, die fiir jeden, der vor den 
Gottern schwort, gemaB dem assyrischen Urkundenformular geschrieben 
wurden. DaB sie fur die Fursten der Vasallenstaaten von Medien 
bestimmt waren, sollte darum einem Zufall zugeschrieben werden. Da 

es seit vor der Veroffentlichung der VTE die Auffassung gab, einige 

"Vertragsformulare" im Alten Testament seien gleichartig mit den 

Formularen der "hethitischen Vasallenvertragen", enveckten die VTE 
als "Vasallenvertrage" groBe Aufmerksamkeit insbesondere im Zusam- 
menhang mit dem "Vertragsformular" des Deuteronomiums. Derzeit 
ist es jedoch dringlicher, die einzelnen Texte, welche als "Vasallen- 
vertrage des Alten Orients" bezeichnet werden, nochmals zu iiberprii- 

fen, als sie mit den alttestamentlichen Texten zu vergleichen. 



The Blessing of Abraham 

Tetsuo YAMAGA 

ABSTRACT: At the beginning of the patriarchial tales in Genesis 

3 : 3 b, the verse is often read in the passive voice as, "through you 
all the peoples of the earth shall be blessed," thus leading to the 

interpretation of this vers as a foretelling of God's plan for salvation 

extending beyond Israel to all the world. In turn, this verse is then 
taken as the key to understanding the entire Pentateuch. 

But linguistic study of the passage in question, together with tradi- 

tio-historical and form-critical comparision of the passage with other 

similar pessages, has resulted in the conclusion that this verse should 

be interpreted rather as, "All the people of the earth shall bear your 
name and you shall bless one another." 

This expression rhetorically, emphatically expresses the condition 
whereby Abraham and Israel-the chosen of God-would be subject 

to  the height of blessing. In this sense, the passage is merely a 
suplementary development of the immediately preceding verse 2 
where it is said that God will bless Abraham and make his name 

great. For this reason, the original focus of this utterance is an 

emphasis on the uniquely superior position of Israel, and in contrast 

to the usual universalistic interpretation, it on the contrary should 

be interpreted as expressing Israel's nationalistic and particularistic 

spirit. Accordingly, to read in this passage a proclamation of "the 

intermediary of blessing to all peoples" (as in Von Rad and Wolff) 
is not an appropriate understanding of the original verse. Key Words: 

Old Testament; Genesis; patriarchial tales; Abraham; Yahweist; the 

chosen; blessings; curse; universalism; particularism. 



Takahiro HOSAKA 

1 The 'Religious Trial' of Socrates 

ABSTRACT: The idea that all of ancient Greek thought came to be 

mited by the provinces of philoscphy and literature alone is nothing 

lore than a definiticn imposed by later historians. As a result, it will 
e imperative in future to investigate this topic from the religious 
erspective in connection with its relation to the ancient Greek religious 
ltuation itself. 

In the present paper, I take up the subject of Socrates, who holds a 

ecisive significance in Greek thought; focusing especially on the form 
f his trial, I explore the possibility that this can be considered a 
religious trial. " 
With this as a point of a departure, I then consider to what degree 

ocrates' overall activity as transmitted to us today can be understood 
s religious in nature. Certainly the works of Plato can be read today 

I this way. Even more, when considering Socrates in this light it is 
ecessary to keep in mind to what degree the overall intellectual situa- 
Ion in those times can be grasped in religious terms. 



T h e  Acceptance of Japanese New Religions and Changing 

Attitudes: A Case Study of the  Nichiren Shoshu in Mexico. 

Masayuki OKUBO 

ABSTRACT: Some religious movements from Japan are seen in 
Mexico. They started with the efforts of many Japanese immigrants 
there and the results have never been very successful. The Nichiren 
Shoshu Soka Gakkai of Mexico (NSM) and the Reiyuukai have been 
getting many non-Japanese members. Especially, NSM has gotten 
more than five thousand members since 1965. This expansion is not 
as large as that of the NSA, but more successful than any other 
Japanese religion in Mexico. What kind of people join NSM? How 
do they come to accept the idealism of the mythical structure of 
the Lotus Sutra and what kind of cultural changes can be seen? 

This must be thought not only of as a problem of the conversion 
process but also that of acculturation, because the members of NSM 
have converted from Mexican culture to Japanese Buddhism. In 
order to solve these problems, I used questionnaires and had many 
interviews with the core members of NSM in 1985 and 1987. 

According to this research, I can characterize NSM as the following: 
(1) more than 90% of the members are natives; (2) they are mainly 
influenced by economical or family problems in their conversion 
process; (3) they are usually middle-class people; (4) a correlation is 
observed between the conversion process and the effect of mobility. 

In addition to these findings, it may be said that after understand- 
ing the beliefs of NSM, some changes can be seen in their attitude. 
I want to name it an altruistic way of life. It is different from the 
traditional life style of Catholicism and the Protestant work ethic. 



Shen-hui (Jinne) and His View of the Kongo hann:..a-kyB 

Ryodo AWAYA 

ABSTRACT:  It has been pointed out before that the praise of the 
Vajracchedika-praj%apa~amita-siitra (Kongo hannya-kya) by Ho-che Shen- 
hui (Kataku Jinne; ca. 684-758) is an important claim forming a clear 

line of demarcation with the Ch'an of the Northern Sung, and in point 

of fact, such a claim is made strongly in Shen-hui's P'u-t'i Ta-mo 

nun-tsung ding shih-f~i-lun (Bodai Daruma nansyii teizelzi-ron). What is a t  

issue here is the question of whether Shen-hui's emphasis on the Konga 

hannya-kyo only occured in his writings suddenly with the appearance 

of his Bodhidharma Nansyii teizehi-run. 

In this work, Shen-hui's posture of reverence for the Konga hannyakyo 

is expressed in his thoroughgoing idea of the merit of the Kongz, 

hannya-kya and the merit of chanting the Konga hannya-kya, and in 

turn, that claim as well was based on quotations from the Konga 

hannya-kyii itself and the Shatenna hannya-kya. Shen-hui's promotion of 

the Kotzga hannya-kya can be considered one link in the attack on 
Northern Sung Ch'an Buddhism, but the intellectual beckground to that 

devotion is another important problem. The basis for that intellectual 
background was a firm insistence on PrajAa; in the present paper, 1 
first outline the form which Shen-hui's promotion of the Kongii hannya- 

kya took, then investigate the background to that position. 




