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こ
の
本
は
、
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
に
拠
っ
て
、
明
治
 瑚
知
 
の
白
下
 

鼓
行
政
に
か
ん
す
る
共
同
研
究
を
精
力
的
に
展
開
し
て
ぎ
た
、
 五
名
の
中
 

堅
 
・
新
進
研
究
者
の
論
文
を
収
録
し
て
い
る
。
論
文
は
い
ず
れ
 劣
ら
ぬ
 意
 

秋
作
で
あ
る
が
、
書
名
は
少
し
分
か
り
に
く
い
。
「
日
本
型
 政
 散
関
係
」
 

と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
書
名
と
ほ
ぼ
同
じ
題
名
を
掲
 げ
た
巻
頭
 

論
文
に
よ
る
と
、
明
治
政
府
が
創
出
し
た
「
国
家
の
 々
 デ
オ
ロ
 
ギ
 １
曲
芸
 

請
を
負
担
し
 ぅ
る
 安
定
し
た
政
教
関
係
」
（
八
頁
）
を
意
味
す
 
る
 。
本
き
 目
 

に
 収
録
さ
れ
た
各
論
文
は
、
そ
の
 ょ
う
 な
政
教
関
係
の
誕
生
を
 、
 と
く
に
 

明
治
維
新
前
後
か
ら
帝
国
憲
法
発
布
ま
で
の
激
動
の
時
代
に
つ
 い
て
、
 重
 

要
 な
個
別
的
問
題
に
焦
点
を
据
え
、
か
っ
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
 時
 期
を
限
定
 

し
て
考
察
し
て
い
る
。
 

書
評
と
紹
介
 

  
日 各   

  
141@ (485) 

  一 

編
著
者
の
「
ま
え
が
き
」
に
よ
る
と
、
五
つ
の
論
文
が
取
り
扱
 っ
た
テ
 

１
％
 を
 配
列
の
順
に
い
え
ば
、
（
 1
 ）
教
部
省
時
代
お
よ
び
そ
 の
上
 
叩
叫
後
 

㌃
Ⅰ
 

お
け
る
宗
教
政
策
が
ど
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
に
形
成
 さ
れ
た
か
 

を
め
ぐ
る
問
題
、
（
 
2
 ）
神
祇
官
か
ら
神
祇
省
に
か
け
て
の
時
 
期
の
祭
政
 

一
致
の
理
念
が
ど
こ
に
発
し
、
ど
う
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
っ
 ム
 し
か
と
い
 

う
 問
題
、
（
 3
 ）
帝
国
憲
法
制
定
時
の
宗
教
行
政
の
あ
り
方
に
 
影
響
を
与
 

え
た
、
井
上
毅
の
政
策
関
係
に
つ
い
て
の
構
想
と
、
内
務
省
の
 施
策
に
ま
 

つ
わ
る
問
題
、
（
 4
 ）
真
宗
の
大
教
院
か
ら
の
分
離
を
唱
え
た
 
島
地
黙
雷
 

の
 信
教
自
由
論
の
背
後
に
あ
る
神
道
観
の
問
題
、
（
 5
 ）
教
派
 神
道
の
 
一
 

派
 で
あ
る
神
道
大
成
教
の
初
代
管
長
平
山
雀
 斎
が
 、
幕
臣
か
ら
 神
道
家
と
 

な
っ
て
い
く
過
程
を
め
ぐ
る
問
題
、
で
あ
る
。
最
初
の
三
篇
 は
 、
宗
教
 行
 

政
の
背
後
に
あ
る
理
念
と
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
形
し
て
 実
 施
さ
れ
て
 

い
く
か
に
関
心
の
焦
点
が
あ
り
、
残
る
二
席
 は
 、
宗
教
行
政
に
 間
接
的
な
 

関
わ
り
を
も
っ
た
宗
教
家
の
思
想
や
活
動
を
規
制
し
て
い
た
も
 の
に
、
 主
 

た
る
関
心
が
あ
る
。
 



と
を
課
題
と
し
て
、
神
祇
官
か
ら
神
祇
省
へ
、
神
祇
省
か
ら
 教
 都
 省
へ
の
 

展
開
と
、
教
部
省
時
代
の
政
教
関
係
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
 。
資
料
的
 

制
約
ゆ
え
に
や
や
も
す
れ
ば
法
制
史
的
考
察
に
堕
し
か
ね
な
 
い
と
こ
ろ
 

を
 、
こ
の
時
期
の
神
 祇
 行
政
史
の
専
門
家
で
あ
る
筆
者
は
、
 

資
 料
の
博
捜
 

と
 眼
光
紙
背
に
徹
す
る
読
み
の
深
さ
に
 ょ
 り
、
と
り
わ
け
異
な
 る
 政
策
 理
 

念
を
担
う
藩
閥
的
人
脈
間
の
角
逐
に
鋭
い
視
線
を
配
る
こ
と
に
 よ
 つ
て
、
 

単
に
神
祇
と
い
わ
ず
、
仏
教
を
含
め
て
の
政
教
関
係
を
政
治
の
 動
 ぎ
全
体
 

の
な
か
で
活
写
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
 

（
 2
 ）
「
近
代
天
皇
祭
祀
形
成
過
程
の
一
考
察
 ｜
 明
治
初
年
に
お
 げ
る
 津
 

和
好
派
の
活
動
を
中
心
に
 1
 」
（
武
田
秀
章
、
全
人
 
0
 頁
 ）
 は
 、
維
新
政
 

府
の
神
祇
行
政
に
お
い
て
、
王
政
復
古
・
天
皇
親
政
に
即
応
し
 た
 新
し
い
 

祭
政
一
致
の
制
度
を
創
出
す
る
こ
と
が
、
長
州
藩
の
盟
友
で
あ
 る
 洋
和
 野
 

藩
主
従
の
使
命
で
あ
っ
た
、
と
い
う
基
本
的
観
点
に
立
っ
て
 、
 神
祇
官
の
 

再
興
か
ら
廃
止
に
至
る
展
開
を
考
察
し
 か
韮
 冊
立
で
あ
る
。
津
市
 
野
 派
が
 、
 

五
ケ
 条
例
誓
文
の
誓
約
 式
 、
即
位
式
、
孝
明
天
皇
三
年
祭
、
 
神
宮
親
拝
 

式
 、
国
是
一
定
奉
告
祭
な
ど
の
新
儀
を
、
宮
廷
祭
儀
を
司
っ
て
 ぎ
た
公
卿
 

堂
上
の
抵
抗
を
排
除
し
つ
つ
立
案
し
執
行
し
て
ぎ
た
足
跡
を
追
 い
、
彼
ら
 

が
 
「
 祭
 」
の
側
面
か
ら
維
新
政
府
の
基
本
政
策
を
積
極
的
に
推
 逸
 し
た
こ
 

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
明
治
四
年
の
国
家
祭
祀
の
再
編
成
、
 

つ
 ま
り
神
祇
 

官
祭
祀
か
ら
天
皇
親
祭
へ
の
移
行
は
 、
 彼
ら
に
と
っ
て
不
可
避
 0
 課
題
で
 

あ
っ
た
と
結
論
し
、
神
祇
官
の
廃
止
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
の
 新
し
い
 解
 

釈
を
提
出
し
て
い
る
。
 

（
 3
 ）
「
明
治
憲
法
制
定
期
の
政
教
関
係
 

｜
 井
上
毅
の
構
想
と
内
 務
 省
の
 

政
策
を
中
心
に
 ｜
 」
（
新
田
均
、
全
五
二
頁
）
は
、
明
治
一
六
 

年
頃
か
ら
 

の
 憲
法
制
定
準
備
期
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
こ
の
時
期
に
内
務
卿
 山
県
有
朋
 

 
 

の
 求
め
に
応
じ
て
参
事
院
議
官
井
上
段
が
 ま
 と
め
た
完
投
 政
 策
の
構
想
Ⅱ
 

と
 、
宗
教
行
政
の
主
管
官
庁
た
る
内
務
省
が
実
施
し
た
具
体
的
 な
 政
策
と
の
 

を
 比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
基
本
的
認
識
が
一
致
 

 
 

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
政
治
と
宗
教
 は
 本
来
 別
 々

の
領
域
 

に
 属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
は
宗
教
と
一
定
の
距
離
を
 保
ち
つ
つ
 

必
要
に
応
じ
て
対
処
し
 ぅ
る
 制
度
を
採
用
す
べ
ぎ
で
あ
る
、
 

と
 い
う
 

@
 
訊
蛉
 
キ
暇
 

Ⅲ
 

で
あ
る
。
内
務
省
ほ
こ
の
認
識
に
基
づ
き
井
上
構
想
を
参
考
に
 し
な
が
ら
 

従
来
の
宗
教
政
策
の
見
直
し
を
 行
 
づ
た
。
か
く
て
、
仏
教
や
教
 派
 神
道
に
 

は
 管
長
制
を
採
用
し
て
一
定
の
自
治
権
を
与
え
、
ギ
リ
ス
ト
 教
 に
は
 末
公
 

認
 な
が
ら
信
仰
の
自
由
を
許
し
、
ま
た
、
神
社
に
は
「
宗
教
に
 非
ず
」
と
 

の
 解
釈
に
よ
っ
て
宗
典
類
似
の
行
為
を
禁
止
す
る
一
方
、
「
 人
 民
ノ
 尊
信
 

ノ
上
ニ
 独
立
」
さ
せ
る
と
の
考
え
か
ら
、
国
家
と
の
関
わ
り
を
 将
来
極
め
 

て
 限
定
し
た
も
の
に
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
、
と
結
論
し
て
 い
る
。
 

（
 4
 ）
「
真
俗
二
諦
論
に
お
け
る
神
道
観
の
変
化
 ｜
 島
地
黙
雷
の
 
政
教
論
 

の
も
た
ら
し
た
も
の
 ｜
 」
（
藤
井
健
志
、
全
四
四
頁
）
は
 

、
親
 鸞
 以
来
の
 

「
神
祇
下
拝
」
の
伝
統
を
も
つ
浄
土
真
宗
で
は
、
幕
末
維
新
潮
の
 
復
古
神
 

道
 の
 括
頭
 と
い
う
仏
教
に
と
っ
て
の
危
機
状
況
下
で
も
、
近
世
 以
来
の
王
 

法
馬
 本
 
・
真
俗
二
諦
の
建
前
が
堅
持
さ
れ
、
勤
王
を
主
張
し
 神
 回
思
想
を
 

積
極
的
に
受
容
し
た
 喝
廿
 、
神
道
的
要
素
は
俗
諦
と
し
て
受
容
 さ
れ
た
、
 

と
す
る
。
島
地
に
つ
い
て
い
え
ば
、
海
外
渡
航
前
に
草
し
た
「
 教
部
省
 開
 

設
 請
願
書
」
で
は
、
王
法
乃
木
・
真
俗
二
諦
の
論
理
が
集
約
さ
 ね
 、
廃
仏
 

の
時
潮
は
神
道
と
仏
教
の
対
立
と
し
て
よ
り
政
府
と
仏
教
と
の
 蛆
舶
 と
し
 

て
 捉
え
ら
れ
、
そ
の
解
決
の
方
途
と
し
て
教
部
省
の
設
置
が
 
提
唱
さ
れ
 



た
 。
し
か
る
に
渡
航
後
、
明
治
 五
｜
 六
年
の
段
階
で
書
か
れ
た
 「
三
条
 教
 

則
 批
判
建
白
書
」
「
大
教
院
分
離
建
白
書
」
で
は
、
王
法
と
神
 道
 的
要
素
 

と
を
切
り
離
し
て
、
王
法
馬
本
は
貫
く
が
、
神
道
的
要
素
は
真
 諦
を
 脅
か
 

す
も
の
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
 ぅ
る
 論
理
が
展
開
さ
れ
、
か
く
 て
 本
願
寺
 

は
 改
め
て
真
俗
二
諦
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
 よ
う
 に
な
っ
 た
、
と
結
 

諭
 し
て
い
る
。
 

（
 
5
 ）
「
幕
臣
か
ら
維
新
潮
神
道
家
へ
 ｜
 平
山
雀
斎
の
座
標
転
換
 ｜
 」
（
 
井
 

上
 順
孝
、
全
五
八
頁
）
は
、
幕
府
倒
壊
直
前
に
若
年
寄
 並
 外
国
 総
奉
行
に
 

ま
で
な
り
、
明
治
一
五
年
神
道
大
成
教
が
一
派
独
立
し
た
と
 ぎ
 そ
の
初
代
 

管
長
と
な
っ
た
平
山
雀
斎
を
取
り
上
げ
、
幕
府
高
官
で
あ
っ
た
 省
斎
 が
ど
 

の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
宗
教
家
へ
と
方
向
を
転
換
し
た
の
か
、
 め
 
ホ
数
界
に
 

身
を
投
じ
て
以
降
の
省
 斎
 が
ど
の
よ
ち
な
状
況
の
下
で
教
団
結
 成
の
道
を
 

選
ん
だ
の
か
、
ま
た
、
 省
 斎
の
宗
教
 桂
 は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
 も
つ
も
の
 

で
あ
っ
た
か
、
を
考
察
し
て
い
る
。
第
一
点
は
、
旧
幕
時
代
の
 省
斎
 を
め
 

ぐ
る
人
間
関
係
の
不
 ッ
 ト
ワ
ー
ク
が
 、
 彼
の
転
身
に
ど
の
よ
 う
 に
 関
わ
っ
 

た
か
と
い
う
、
評
者
に
は
と
く
に
興
味
深
い
角
度
か
ら
問
わ
れ
 て
い
る
。
 

省
斎
が
 新
政
府
に
よ
っ
て
罪
を
免
ぜ
ら
れ
て
後
、
教
部
省
に
身
 を
 置
き
、
 

さ
ら
に
そ
の
後
神
道
界
で
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
と
し
 て
 、
教
部
 

大
輔
宍
戸
 磯
と
 古
く
か
ら
懇
意
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
 神
 道
の
教
正
 

の
な
か
に
板
倉
 勝
静
 
（
松
山
藩
主
）
、
稲
葉
工
部
（
 
淀
 藩
主
）
 
、
せ
 
屋
藤
胤
城
 

（
陸
軍
奉
行
）
、
永
井
 
尚
 服
な
ど
、
 幕
閣
 で
同
僚
関
係
に
あ
た
っ
 た
 人
々
 

が
 何
人
も
い
た
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

一
 一
 

以
上
、
収
載
論
文
の
個
々
に
つ
い
て
概
要
を
手
短
に
記
し
た
が
 、
最
後
 

に
 全
体
に
た
い
す
る
感
想
を
付
記
し
て
お
ぎ
た
い
。
「
ま
え
が
 キ
 @
 一
に
も
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
こ
の
共
同
研
究
の
基
本
姿
勢
 は
、
 先
行
研
究
 

を
 足
が
か
り
と
し
て
さ
ら
に
細
か
な
実
証
的
な
研
究
を
積
み
重
 ね
、
従
来
 

見
 過
ご
さ
れ
て
き
た
側
面
に
も
注
目
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
 。
そ
れ
が
 

お
題
目
に
 胆
 わ
ら
ず
、
ど
の
論
文
で
も
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
 に
肛
制
 
林
立
后
 

を
 

表
し
た
い
と
思
 う
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
鮮
な
設
問
が
提
出
さ
れ
 、
読
者
の
 

興
味
を
ひ
き
つ
け
る
論
述
の
展
開
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

さ
ら
に
「
ま
え
 廿
ぎ
 」
は
 、
現
ユ
に
 
政
策
と
し
て
表
面
に
出
た
 動
 ぎ
の
み
 

な
ら
ず
、
水
面
下
の
様
相
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
も
注
意
を
払
 わ
な
け
れ
 

は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
資
料
で
は
裏
付
け
え
な
い
が
、
 

そ
う
で
あ
 

っ
 た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
動
ぎ
、
つ
ま
り
「
水
面
下
の
様
 相
 」
に
 接
 

逸
 す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
研
究
に
生
命
が
通
わ
な
い
。
し
か
し
 、
こ
れ
は
 

ま
こ
と
に
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
、
も
し
研
究
者
が
自
ら
の
洞
察
 力
 を
過
信
 

す
る
と
 き
 、
こ
の
企
て
は
忽
ち
 陥
 穿
を
掘
る
こ
と
に
な
る
。
 

恐
 ら
く
、
 共
 

同
研
究
に
よ
る
資
料
の
博
捜
と
注
意
深
い
相
互
点
検
が
、
こ
の
 錯
誤
か
ら
 

研
究
者
を
救
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
本
書
は
 、
未
 解
明
の
問
 

題
 点
の
多
 い
 明
治
初
期
政
教
関
係
の
研
究
に
 、
 新
た
な
道
標
を
 樹
立
し
た
 

も
の
、
と
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
本
の
末
尾
に
、
資
料
篇
（
 全
七
 ①
 頁
 ）
と
し
て
（
維
新
 期
 の
神
祇
 

行
政
を
担
っ
た
）
要
職
一
覧
、
互
市
名
Ⅱ
 

員
録
 、
内
務
省
社
寺
 局
 官
員
 録
 、
 

官
社
神
官
一
覧
、
教
導
職
（
 権
少
 教
正
以
上
）
一
覧
が
収
録
さ
れ
 
て
い
る
。
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こ
れ
は
ま
こ
と
に
重
宝
な
も
 

ス
ト
を
作
成
し
ょ
う
と
し
た
 

れ
な
い
が
、
今
後
多
く
の
 研
 

う
 。
こ
の
木
か
ら
多
く
の
こ
 

フ
 が
そ
の
有
利
な
地
歩
を
最
 

る
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
 -

 
の
で
あ
る
。
そ
の
有
り
難
さ
は
こ
の
種
の
り
 

者
で
な
け
れ
は
、
痛
感
さ
れ
な
い
の
か
も
し
 

免
者
が
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
で
あ
ろ
 

と
を
学
ん
だ
評
者
と
し
て
は
、
こ
の
グ
ル
ー
 

大
阪
に
活
用
し
て
、
さ
ら
な
る
成
果
を
挙
げ
 

あ
る
。
 

二
九
八
 セ
、
ハ
、
こ
 

(488; 144 



世
俗
化
論
を
越
え
て
 ? 

「
第
十
九
回
国
際
宗
教
社
会
学
会
」
報
告
 阿

部
美
哉
 

中
野
 

毅
 

さ
る
八
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
九
日
に
か
け
て
、
 

西
 ド
イ
ッ
の
 
チ
ュ
ー
 

ピ
ン
ゲ
ン
に
て
「
第
十
九
回
国
際
宗
教
社
会
学
会
」
（
 
ポ
 （
 
お
 （
 
ァ
の
 （
の
 
刃
 ）
 が
 

開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
に
日
本
か
ら
は
、
田
丸
徒
書
、
阿
部
 美
哉
、
 安
 

荒
神
、
薗
田
 稔
 、
宗
像
 巌
 、
ヤ
ン
・
 
ス
イ
 ン
 ゲ
ド
 日
柄
杓
 泰
 次
 、
中
野
 

毅
 ほ
か
計
十
一
名
が
参
加
し
た
。
以
下
、
今
回
の
総
合
テ
ー
マ
 と
客
セ
ッ
 

シ
ョ
ン
で
の
論
議
の
大
綱
、
理
事
会
報
告
、
今
後
の
展
望
等
に
 つ
い
て
 報
 

告
 す
る
。
 

（
総
合
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
）
 

今
回
の
総
合
テ
ー
マ
は
「
世
俗
化
と
宗
教
 ｜
 持
続
す
る
緊
張
 ｜
 」
で
あ
 

り
、
 C
I
S
 
尺
 と
し
て
は
初
め
て
「
世
俗
化
論
」
を
真
正
面
に
 す
え
て
 検
 

討
 す
る
会
議
で
あ
っ
た
。
と
言
う
と
、
多
く
の
読
者
に
は
奇
異
 に
 聞
こ
え
 

る
か
も
知
れ
な
い
。
 
C
I
S
R
 

で
は
世
俗
化
の
論
議
が
支
配
的
 ヰ
 @
 あ
 の
た
 

と
 言
 う
 印
象
を
拭
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
年
毎
に
 行
わ
れ
て
 

ぎ
た
 C
I
S
R
 

の
テ
ー
マ
は
実
際
は
分
散
し
て
お
り
、
必
ず
し
 も
 
-
 世
俗
 

展
望
 

化
」
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
わ
げ
で
は
な
か
っ
た
。
 例
外
と
し
 

て
は
、
一
九
七
九
年
に
行
わ
れ
た
「
 C
I
S
R
 

東
京
会
議
」
の
 第
一
 
セ
ソ
 

シ
ョ
ン
で
「
世
俗
化
の
概
念
と
実
態
」
と
題
し
て
取
り
上
げ
た
 程
度
で
あ
 

る
 。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
印
象
が
残
る
の
は
、
 世
 俗
化
が
ま
 

さ
に
現
代
の
欧
米
に
お
け
る
宗
教
の
最
も
顕
著
な
問
題
の
一
つ
 で
あ
り
、
 

他
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
 ぎ
 で
さ
え
、
無
視
す
る
事
の
 出
来
な
い
 

も
の
と
な
の
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
 

面
白
い
こ
と
に
、
世
俗
化
論
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
 理
 由
は
世
 

俗
化
か
よ
り
顕
著
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
世
俗
化
論
に
よ
 の
た
の
で
 

は
 昨
今
の
宗
教
と
社
会
の
変
化
が
捉
え
 ぎ
 れ
な
い
と
い
う
批
判
 が
 寄
せ
ら
 

れ
て
 ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
 主
 た
も
の
は
、
世
俗
的
な
意
味
 体
系
は
伝
 

統
 助
宗
教
に
代
わ
る
こ
と
は
で
 告
ず
 、
そ
の
結
果
、
宗
教
の
危
 機
 と
共
に
 

「
世
俗
性
の
危
機
」
も
生
起
し
て
い
る
の
で
ほ
な
い
か
。
伝
統
的
 
な
宗
教
 

が
 異
な
り
た
形
態
 で
 新
た
な
テ
ー
マ
と
結
び
付
い
て
復
活
し
て
 
¥
@
 

@
 
レ
申
ん
 

よ
 @
 
：
 
v
 

か
 ，
近
代
社
会
の
縄
 済
 的
、
政
治
的
、
社
会
的
諸
制
度
が
宗
 抽
 的
 内
容
を
 

帯
び
て
き
て
お
り
、
現
代
の
世
俗
的
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
宗
教
的
 形
態
を
利
 

片
 し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
。
新
宗
教
運
動
 は
 そ
れ
自
体
が
 現
代
社
会
 

に
お
け
る
宗
教
の
重
要
性
を
証
明
し
て
い
る
の
で
ほ
な
い
か
等
 で
あ
っ
 

.
@
 

十
八
 
。
 

こ
れ
ら
の
疑
問
を
検
討
し
、
従
来
の
世
俗
化
論
を
批
判
的
に
検
 討
 し
よ
 

う
と
い
う
の
が
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
 よ
う
な
 問
 

)
 

 
 

題
 設
定
の
も
と
に
全
体
 討
謂
 の
 四
 
セ
ッ
シ
。
 
ン
が
殺
 げ
ら
れ
た
   

 
 

シ
 
。
 ン
の
 
サ
 ブ
 
・
テ
ー
マ
と
報
告
者
 
は
 以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
 
世
 偶
性
の
危
機
 ?
 １
 %
 論
 的
側
面
 



T
,
 
ル
ッ
ク
マ
 
ソ
 
「
超
越
の
社
会
的
再
構
成
」
 

皇
 

F
.
 
イ
ザ
 ム
ベ
ー
ル
「
倫
理
へ
の
回
帰
 ，
 ポ
ス
ト
・
世
俗
化
の
 事
 

実
ャ
 ・
」
 

展
 

第
二
セ
ッ
シ
 
，
ン
 
宗
教
的
価
値
と
世
俗
的
価
値
 ｜
 第
一
次
お
 
よ
ひ
第
 

二
次
社
会
化
間
の
緊
張
 

P
.
 
ク
ー
ザ
ン
「
フ
ラ
ン
ス
・
カ
ト
リ
ッ
ク
系
高
等
中
学
生
の
め
 
万
丈
 

派
的
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
 

F
.
 
ガ
レ
リ
「
分
化
し
た
社
会
に
お
け
る
青
年
と
信
仰
」
 

L
,
 
ヴ
ォ
ワ
イ
ス
「
青
年
と
宗
教
的
結
婚
 ｜
 聖
な
る
も
の
の
 解
 

放
や
 ・
 
｜
 」
 

S
.
 
グ
ル
カ
ン
「
 脱
 
・
世
俗
化
の
記
録
１
社
会
主
義
社
会
に
お
 
 
 

る
 宗
教
変
動
の
三
シ
ナ
リ
オ
 

第
三
セ
ッ
シ
 
，
ン
 

社
会
の
世
俗
化
ま
た
は
聖
化
の
道
具
と
し
 て
の
 社
 

金
運
動
 

R
.
 
ウ
ォ
リ
ス
「
新
宗
教
と
世
界
の
再
呪
術
化
へ
の
 力
 」
 

M
.
 
マ
ク
ガ
イ
ア
「
個
人
主
義
と
自
己
救
済
 ｜
 カ
リ
ス
マ
運
動
 と
 

疑
似
宗
教
運
動
 ｜
 」
 

M
,
 
マ
キ
 オ
ッ
 テ
ィ
「
カ
ト
リ
ッ
ク
国
に
お
け
る
新
宗
教
運
動
  
 

D
.
 
ハ
ー
ビ
ュ
ー
レ
ガ
ー
「
社
会
運
動
に
お
け
る
宗
教
の
働
き
  
 

第
四
セ
ッ
シ
 
，
ン
 

世
俗
化
概
念
の
非
西
洋
社
会
へ
の
適
用
 可
 龍
佳
 

田
丸
 徳
善
 
「
世
俗
化
概
念
と
東
洋
に
お
け
る
妥
当
性
」
 

J
.
 
ウ
ォ
ル
「
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
お
け
る
世
俗
化
」
 

Y
.
 
イ
ザ
ー
ル
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
１
世
俗
化
は
物
語
の
一
部
  
 

B
.
 
ウ
ィ
ル
ソ
ン
「
非
西
洋
世
界
に
お
け
る
世
俗
化
」
 

第
一
セ
ッ
シ
。
 
ン
は
 、
現
代
社
会
の
変
動
と
そ
れ
に
伴
っ
て
 問
 わ
れ
て
 

 
 

い
る
宗
教
社
会
学
的
問
題
に
理
論
的
に
取
り
く
む
も
の
で
あ
っ
 た
 。
 
従
れ
 

来
、
発
展
し
た
社
会
に
お
い
て
は
世
俗
的
な
世
界
観
、
世
俗
 倫
 理
 、
世
俗
㎝
 

的
 象
徴
が
伝
統
的
宗
教
に
取
っ
て
代
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
 

が
 、
宗
教
㏄
 

が
 果
た
し
て
い
た
機
能
を
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
代
替
し
て
い
る
 と
は
舌
口
 
え
 

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
す
る
と
、
伝
統
的
に
は
 宗
 教
 に
よ
っ
 

て
 充
足
さ
れ
て
い
た
者
機
能
を
保
持
す
る
こ
と
な
し
に
、
社
会
 は
ど
の
 様
 

に
 存
続
し
得
る
の
か
、
ま
た
如
何
な
る
社
会
的
構
造
物
が
 、
如
 何
な
る
 方
 

法
 で
こ
れ
ら
の
機
能
を
代
替
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
 問
 い
へ
の
 理
 

論
的
 検
討
が
こ
の
セ
ッ
シ
。
 

ン
 0
 課
題
で
あ
っ
た
。
 

ル
ッ
ク
マ
ン
は
彼
の
現
象
学
社
会
学
の
基
本
テ
ー
ゼ
に
沿
っ
て
 、
 議
論
 

を
 展
開
し
た
。
宗
教
の
普
遍
的
な
人
間
学
的
機
能
は
自
然
的
 右
 機
体
と
し
 

て
の
人
間
を
人
格
へ
と
形
成
し
、
歴
史
的
社
会
的
秩
序
（
社
会
 的
 現
実
）
 

へ
 社
会
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
社
会
的
現
実
の
核
と
な
る
 も
の
は
 社
 

全
的
に
構
成
さ
れ
た
超
越
的
現
実
亡
母
 温
 の
の
 
口
 &
 の
三
 「
の
 
ぃ
 圧
し
 
で
あ
る
。
 

こ
の
超
越
的
現
実
は
人
間
の
超
越
的
経
験
の
具
体
的
形
態
を
 
決
定
す
る
 

が
 、
同
時
に
こ
の
社
会
的
構
成
物
は
原
初
の
人
間
の
原
型
的
 超
 越
的
 経
験
 

の
 再
構
成
体
で
あ
る
と
い
う
弁
証
法
的
関
係
を
為
し
て
再
生
産
 さ
 れ
て
 行
 

く
 。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
超
越
経
験
と
そ
の
サ
イ
ン
 や
シ
 ン
ボ
ル
に
 

お
け
る
再
構
成
、
儀
礼
の
機
能
を
論
じ
、
如
何
な
る
社
会
に
あ
 っ
て
も
 趨
 

越
の
社
会
的
構
成
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
た
後
、
問
題
は
現
 代
の
加
速
 

度
 的
に
進
行
し
て
い
る
社
会
的
文
化
的
変
動
に
お
い
て
如
何
な
 る
 形
態
で
 

そ
れ
が
表
出
し
て
い
る
か
で
あ
る
と
考
察
し
た
。
 

そ
れ
ほ
「
古
い
」
宗
教
の
変
容
と
「
新
し
い
」
宗
教
の
出
現
 と
 し
て
 特
 



徴
づ
 げ
ら
れ
る
。
前
者
は
特
に
新
興
国
家
に
お
い
て
顕
著
で
あ
 る
が
、
 政
 

治
 と
宗
教
の
相
互
影
響
の
増
大
、
さ
ら
に
、
人
間
生
活
の
深
い
 次
元
に
再
 

び
 関
わ
り
だ
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
制
度
宗
教
の
め
 
不
教
化
」
 

と
し
て
要
約
で
き
る
。
他
方
、
宗
教
の
「
私
化
」
は
依
然
と
し
 て
 欧
米
を
 

中
心
に
進
展
し
て
お
り
、
 

弘
 化
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
な
い
意
味
 体
系
と
し
 

て
の
「
見
え
な
い
」
新
し
い
宗
教
形
態
が
、
伝
統
宗
教
に
取
っ
 て
 代
わ
っ
 

て
い
る
。
但
し
、
こ
の
意
味
体
系
に
お
い
て
は
個
人
の
主
観
的
 意
図
に
応
 

じ
た
宗
教
的
主
題
の
窓
 意
 的
組
合
せ
（
 ヴ
 「
 @
c
0
 

ざ
 ㎎
巴
が
増
大
し
 
て
お
り
、
 

ま
た
超
越
の
ス
パ
ン
が
現
世
志
向
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
 
意
味
に
 

お
い
て
、
現
代
は
「
超
越
の
萎
縮
」
「
主
観
主
義
の
膨
張
」
「
 

プ
 リ
 コ
ラ
ー
 

ジ
ュ
 の
増
大
」
と
し
て
特
徴
 づ
 げ
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。
 

ル
ッ
ク
マ
ン
の
こ
の
よ
う
な
理
論
的
展
開
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
 ス
の
イ
 

ザ
 ム
ベ
ー
ル
は
今
日
「
世
俗
化
」
が
最
も
微
妙
な
問
題
と
な
っ
 て
い
る
 領
 

域
 と
し
て
「
倫
理
」
、
特
に
「
現
代
医
学
の
倫
理
」
の
領
域
を
 取
り
上
げ
 

た
 。
本
人
は
欠
席
し
た
の
で
、
代
読
さ
れ
た
報
告
に
基
づ
い
て
 議
論
さ
れ
 

た
が
、
そ
の
問
題
提
起
の
要
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 倫
理
の
 

世
俗
化
は
 、
 特
に
公
的
権
力
が
そ
れ
を
管
理
し
ょ
う
と
す
る
と
 ぎ
に
顕
著
 

に
な
る
。
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
堕
胎
、
避
妊
、
 

安
 楽
死
 、
 

舶
器
 移
植
と
人
体
実
験
、
そ
れ
と
関
連
し
た
「
 死
 」
の
判
定
な
 ど
の
生
命
 

倫
理
の
問
題
を
巡
っ
て
、
政
府
が
リ
ー
ダ
 @
 シ
ッ
プ
を
と
り
な
 
が
ら
世
俗
 

的
な
権
威
に
よ
っ
て
道
徳
基
準
を
作
ろ
う
と
い
う
論
議
が
盛
ん
 で
あ
り
、
 

そ
の
委
員
会
に
は
神
学
者
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 フ
ラ
ン
ス
 

 
 

生
殖
の
秩
 

序
の
問
題
に
お
い
て
倫
理
の
世
俗
化
を
防
止
す
る
な
ど
一
定
 
の
 成
果
を
 

第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
心
テ
ー
マ
は
、
青
少
年
の
社
会
化
に
お
 げ
 ろ
ァ
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
し
 閲
 す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
 で
 家
族
が
 

若
者
の
社
会
化
の
中
心
的
機
 間
 で
あ
っ
た
が
、
今
日
、
そ
の
家
 族
も
崩
壊
 

し
つ
つ
 た
 る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
て
、
芳
甘
の
 冊
 他
用
 及
び
ア
イ
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
ど
う
変
化
し
、
何
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
  
 

か
 。
 宗
敢
的
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
 、
 果
し
て
衰
退
し
て
い
 る
の
か
。
 

社
会
化
の
正
当
な
機
関
で
あ
っ
た
宗
族
、
学
校
、
教
会
は
現
在
 ど
の
様
な
 

位
置
に
い
る
か
。
個
人
的
及
び
 社
 ム
ス
 
的
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
 の
間
に
 、
 

 
  
 

緊
張
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
  
 

ク
ー
ザ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
西
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
高
等
中
学
校
（
 
 
 

の
 生
徒
五
千
人
を
対
象
に
 、
 
彼
ら
の
ア
イ
 ヂ
 
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
 
ど
の
程
度
 

  

生
ん
だ
が
、
基
本
的
に
ほ
「
被
造
物
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
性
 」
を
訴
え
 

る
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
出
来
ず
、
教
会
は
脩
 理
 Ⅱ
題
に
関
わ
る
こ
 と
で
全
く
 

マ
ー
ジ
ナ
ル
 
な
 立
場
に
た
た
さ
れ
た
。
見
仏
的
な
倫
理
問
題
に
 対
す
る
 会
 

。
式
の
カ
ク
教
会
の
立
場
の
不
遇
古
性
が
明
ら
か
に
な
っ
 

た
と
い
，
 @
 
ん
 

よ
 う
 。
し
か
し
、
生
と
死
の
境
界
に
関
わ
る
「
ど
の
段
階
か
 
ら
人
問
と
 

言
え
る
か
」
「
ど
の
段
階
を
死
と
認
め
る
か
」
等
の
存
在
論
的
 問
題
に
つ
 

い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
 ア
メ
り
ヵ
 
に
お
い
て
も
、
 
神
 学
者
の
意
 

見
が
 尊
重
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
多
元
主
 尭
的
 社
会
に
お
 

い
て
は
、
 

倫
理
問
題
 古
 ㌍
害
の
原
則
か
ら
哲
学
的
 宗
 Ⅲ
 的
 信
念
の
尊
重
と
  
 

が
 逆
に
有
 軸
 に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
但
し
 、
 存
在
論
的
 

関
心
が
宗
典
 曲
 告
白
の
主
要
問
題
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
 あ
る
、
 と
 

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 



宗
派
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
か
ら
規
定
ざ
れ
て
い
る
か
、
 す
 な
わ
ち
 宗
 

望
 

派
へ
の
所
属
か
ら
規
定
さ
れ
る
信
仰
内
容
と
規
範
を
内
面
  
 

調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
堅
固
な
信
者
に
し
て
規
則
正
し
い
 実
践
者
」
 

展
 

「
信
仰
心
の
無
い
者
」
「
実
践
を
欠
く
者
」
「
並
の
信
者
か
つ
実
践
 

者
 」
 の
 

4
 グ
ル
ー
プ
が
区
別
さ
れ
る
が
、
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
全
休
 め
 一
 
0
 老
で
 

あ
り
、
宗
派
的
ア
イ
 ヂ
 ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
 と
 一
致
し
て
い
る
と
い
，
 
え
る
。
 し
 

か
し
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、
道
徳
的
価
値
の
面
で
 ヵ
  
 

が
 禁
じ
て
い
る
結
婚
前
の
同
棲
に
五
一
 %
 が
賛
成
し
、
信
仰
の
 内
容
に
お
 

い
て
も
二
六
 %
 が
死
後
の
永
生
を
断
言
で
ぎ
ず
、
一
五
 %
 が
 復
 活
 祭
の
 意
 

味
を
知
ら
ず
、
実
践
の
面
で
も
二
六
 %
 が
ミ
サ
に
い
く
必
要
は
 な
い
と
 答
 

て
 る
な
ど
、
信
仰
の
風
化
と
実
践
の
個
人
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
 と
を
示
し
 

た
 。
他
の
デ
ー
タ
も
ふ
ま
え
つ
つ
結
論
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 に
お
け
る
 

 
 

 
 

区
等
 が
す
べ
て
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
個
人
は
制
度
と
い
 ぅ
 構
造
化
 

か
ら
、
即
ち
非
構
造
的
な
社
交
の
場
か
ら
得
ら
れ
る
諸
要
素
の
 組
 ム
ロ
 
せ
 に
 

よ
つ
て
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
 と
 主
張
し
 

-
@
 

キ
ハ
 

。
 

ヴ
オ
フ
イ
ェ
 は
 べ
 ル
ギ
ー
の
ル
ー
バ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
 
生
 た
ち
 

の
 「
宗
教
的
結
婚
」
へ
の
好
意
的
な
態
度
を
分
析
し
、
こ
の
よ
 
う
 な
態
度
 

は
 教
会
の
諸
規
則
や
信
仰
を
尊
重
す
る
か
ら
で
 は
 な
く
、
 何
ょ
  
 

が
 家
族
と
い
う
ブ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
へ
の
所
属
の
記
号
 で
あ
り
、
 

伝
統
的
な
社
会
的
登
録
の
指
標
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
 、
両
親
を
 

安
心
さ
せ
、
家
族
の
伝
統
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
親
と
 の
 結
合
を
 

確
か
な
も
の
に
す
る
が
故
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
彼
ら
な
り
の
 合
 理
的
 思
考
 

   
 

か
ら
夫
婦
関
係
の
形
成
と
い
う
 姫
肌
他
 礼
を
聖
化
し
道
徳
的
な
 意
味
を
付
 
M
 

与
し
た
い
と
い
う
欲
求
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
 あ
ぎ
ら
か
 

四
 

 
 

に
し
た
。
 

ガ
レ
リ
は
宗
教
に
対
す
る
若
者
の
 ア
ム
ビ
 ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
態
度
 は
 4
 タ
 

リ
ア
に
お
い
て
も
同
様
で
、
世
俗
化
の
過
程
が
か
つ
て
よ
り
 微
 妙
で
 柔
軟
 

に
な
っ
て
い
る
と
観
察
す
る
。
一
方
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
式
 教
 義
へ
の
 信
 

奉
や
宗
教
的
実
践
、
宗
教
的
価
値
か
ら
の
離
反
は
明
白
で
あ
る
 が
、
 多
く
 

の
 若
者
が
宗
教
は
世
俗
文
化
が
与
え
て
く
れ
な
い
究
極
的
問
題
 へ
の
解
答
 

を
 与
え
、
ア
イ
 ヂ
 ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
の
モ
メ
ン
ト
を
与
え
て
 く
れ
る
と
 

考
え
て
い
る
。
そ
し
て
宗
教
を
ょ
り
拡
大
さ
れ
た
一
般
的
な
 概
 余
 で
捉
え
 

る
 主
観
化
の
傾
向
と
、
宗
教
に
対
し
て
寛
大
で
選
択
的
な
 、
そ
 の
 意
味
で
 

世
俗
化
さ
れ
た
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
社
会
に
お
け
 る
 宗
教
へ
 

の
 執
着
は
、
ま
さ
に
本
源
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
日
常
的
 方
向
づ
 け
 

と
の
間
の
分
裂
の
う
ち
に
美
食
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
 的
 多
元
 状
 

況
の
中
で
若
者
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
。
 ｜
 形
成
に
困
難
を
感
じ
 て
は
い
る
 

が
 、
そ
の
多
様
性
と
対
立
の
間
を
し
な
や
か
に
生
き
て
い
る
と
  
 

以
上
の
西
欧
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
に
お
け
る
制
度
宗
教
の
機
能
の
 弱
化
と
 

宗
教
意
識
の
変
容
と
い
う
、
そ
の
意
味
で
の
世
俗
化
の
過
程
に
 対
し
て
、
 

ゲ
 ル
カ
ン
は
東
欧
社
会
主
義
社
会
の
危
機
と
「
 脱
 世
俗
化
」
 
雀
 の
の
 

0
0
 

偉
 -
 
ド
 

「
 一
 
z
a
t
 

ざ
し
を
論
じ
た
。
今
日
、
社
会
主
義
国
に
お
い
て
は
 
宗
 %
 復
興
と
 

宗
教
の
政
治
化
と
が
ダ
イ
レ
グ
 ト
 に
結
び
つ
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
 型
 、
宗
教
 

復
興
が
社
会
生
活
の
脱
世
俗
化
を
も
た
ら
し
た
が
、
直
ち
に
 宗
 教
の
政
治
 

化
に
ほ
結
び
付
か
な
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
型
、
外
圧
に
対
抗
す
る
 ナ
 シ
ョ
ナ
 リ
 



第
三
セ
ッ
シ
ョ
ン
 
は
 、
社
会
運
動
と
世
俗
化
ま
た
は
商
聖
化
と
 の
 関
係
 

を
 テ
ー
マ
と
し
た
。
今
日
展
開
さ
れ
て
い
る
社
会
運
動
 は
、
間
 接
 的
に
聖
 

な
る
も
の
を
追
求
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
宗
教
運
動
が
 世
界
の
再
 

聖
化
を
促
進
す
る
の
み
な
ら
ず
、
世
俗
化
を
推
進
す
る
場
合
も
 あ
る
。
 
こ
 

の
事
実
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
 

社
 ム
ス
の
価
値
の
危
機
の
 表
現
 か
、
 

グ
ロ
ー
バ
ル
 
社
 社
会
の
新
た
な
規
範
の
必
要
を
意
味
し
て
い
る
  
 

ハ
一
 ビ
ュ
ー
レ
ガ
ー
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
、
平
和
運
動
、
女
性
 解
放
 運
 

動
 、
市
民
権
運
動
な
ど
を
 デ
ュ
 
ル
ケ
ー
ム
的
な
集
合
的
意
味
の
 生
産
運
動
 

と
み
て
、
世
俗
化
や
聖
化
と
の
関
係
を
検
討
し
た
。
な
か
で
も
 エ
コ
 宙
ジ
 

｜
 運
動
の
よ
う
な
「
自
然
へ
の
回
帰
」
を
呼
び
か
け
 ろ
 運
動
に
 
は
 、
共
同
 

体
 と
外
的
世
界
、
秩
序
と
無
秩
序
の
よ
う
な
二
分
法
的
世
界
観
 
が
 見
ら
 

ね
 、
そ
れ
が
聖
な
る
も
の
と
 俗
 な
る
も
の
と
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
 な
 対
立
を
 

構
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
分
法
は
「
宗
教
的
に
」
構
成
 さ
れ
た
 世
 

果
鋭
で
あ
り
、
運
動
が
宗
教
的
性
格
を
帯
び
て
ぎ
て
い
る
こ
と
 を
 示
し
て
 

い
る
と
主
張
し
た
。
マ
ク
ガ
イ
ア
も
中
流
階
級
に
受
容
さ
れ
て
 
る
 新
し
 

い
 宗
教
的
治
療
 運
助
 古
検
討
し
な
が
ら
同
様
の
問
題
に
迫
っ
て
 お
り
、
 多
 

く
の
信
仰
治
療
 辻
 動
の
世
界
 伯
と
 信
仰
儀
礼
に
お
い
て
、
「
 全
 体
読
 的
 」
 

ス
ム
 を
高
揚
さ
せ
る
た
め
、
独
裁
的
世
俗
国
家
が
伝
統
宗
教
と
 連
 ム
ロ
し
て
 

新
た
な
市
民
宗
教
を
構
成
し
、
独
裁
国
家
の
シ
ス
テ
ム
の
安
定
 と
 正
当
性
 

の
 増
大
を
計
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
型
の
三
つ
の
シ
ナ
リ
オ
が
見
い
だ
 せ
る
と
い
 

ぅ
 。
彼
は
、
こ
れ
ら
は
「
世
俗
性
の
危
機
」
に
お
け
る
「
宗
教
 的
 制
度
、
 

行
為
、
意
識
に
よ
る
近
代
社
会
と
近
代
文
化
の
再
征
服
」
と
し
 て
の
 反
世
 

俗
化
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
察
し
た
。
 

 
  

 

第
四
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
は
、
こ
れ
ま
で
の
世
俗
化
論
議
が
 主
 と
し
㏄
 

て
 欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
を
対
象
に
行
わ
れ
て
い
た
傾
向
を
 反
省
し
 
、
鶴
 

 
 

世
俗
化
理
論
が
非
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
も
適
用
可
能
な
の
か
、
 
イ
ス
ラ
 

（
 
オ
 
0
 二
の
（
 

@
n
 
）
個
人
表
現
の
新
し
い
形
態
が
見
い
だ
せ
る
と
主
張
す
 
る
ひ
 信
仰
 

治
療
は
全
体
論
的
理
念
に
い
た
る
一
つ
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
の
 広
範
な
受
 

容
は
社
会
構
造
と
個
人
と
の
関
係
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
示
唆
 す
る
，
 

一
方
、
マ
キ
 オ
ッ
 テ
ィ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
 
国
 イ
タ
リ
ア
に
お
 け
あ
 新
 宗
教
 

運
動
と
世
俗
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
ハ
レ
・
ク
リ
 シ
 ュ
ナ
、
サ
 

イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
 
L
 
 統
一
教
会
な
ど
の
東
洋
的
神
秘
主
義
運
動
  
 

ト
リ
ッ
ク
が
提
供
も
せ
ず
満
足
も
与
え
な
い
深
い
精
神
性
と
、
 自
己
と
 世
 

界
 に
つ
い
て
の
統
合
的
理
解
、
共
同
体
感
覚
が
あ
る
。
そ
の
よ
 う
な
新
し
 

い
霊
 性
の
表
現
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
支
配
的
な
宗
教
的
伝
統
と
 の
 不
連
続
 

性
 ば
か
り
で
な
く
連
続
性
が
あ
る
た
め
に
人
々
に
受
け
入
れ
 る
 れ
る
の
で
 

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
西
洋
の
資
本
主
義
社
会
と
 伝
統
的
 宗
 

教
 体
系
へ
の
挑
戦
で
あ
る
と
論
じ
た
。
 

以
上
の
三
人
が
、
そ
れ
ら
の
運
動
に
社
会
の
再
聖
化
を
も
た
ら
 す
 可
能
 

性
を
見
て
い
る
の
に
対
し
、
ウ
ォ
リ
ス
は
、
今
日
の
新
家
 杣
輝
 ぬ
の
 信
徒
 

は
 多
く
が
マ
ー
ジ
ナ
ル
社
人
々
で
あ
っ
て
既
存
社
会
へ
の
世
世
   

動
機
を
為
し
て
お
り
、
運
動
そ
れ
自
体
も
極
め
て
近
代
化
し
て
  
 

っ
て
、
こ
れ
ら
の
運
動
が
か
つ
て
宗
教
が
 担
 り
て
い
た
「
生
活
 
の
方
法
」
 

と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
ほ
あ
り
え
ず
、
世
俗
化
へ
の
   

戦
 、
な
い
し
不
毛
な
挑
戦
的
態
度
を
装
っ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
  
 

じ
 、
そ
こ
に
は
世
俗
化
の
過
程
を
逆
転
さ
せ
る
 力
 は
な
い
と
 強
 謁
 し
た
。
 



ム
 、
ヒ
ン
 ド
ヴ
 、
仏
教
の
社
会
で
は
世
俗
化
が
起
こ
っ
て
い
る
 月
 一
 
い
え
る
 

の
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
田
丸
は
、
「
世
俗
化
」
の
 概
念
 自
 

体
 が
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
を
背
景
と
し
た
文
化
的
制
約
を
受
 げ
た
も
の
 

で
あ
り
、
直
ち
に
他
の
歴
史
的
分
脈
に
適
用
は
出
来
な
い
。
 

従
 
っ
て
 、
日
 

本
に
は
確
か
に
伝
統
的
な
宗
教
の
変
容
と
い
う
意
味
で
の
世
俗
 化
は
認
め
 

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
と
同
じ
仕
方
で
 0
 世
俗
化
 

と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
し
、
世
俗
化
の
総
合
的
な
研
究
の
 た
め
に
は
 

比
較
史
的
な
視
野
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
人
類
の
宗
教
史
全
体
 の
中
で
 捉
 

え
 直
す
こ
と
が
必
要
と
強
調
し
た
。
 

田
丸
が
主
と
し
て
概
念
の
限
定
性
と
研
究
方
法
上
の
間
 題
 を
指
 摘
 し
た
 

の
に
対
し
、
ヴ
ォ
ル
と
 べ
 ザ
ー
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
イ
ス
ラ
ム
社
会
 イ
ン
ド
 

ヒ
 ン
ド
ク
社
会
の
実
体
的
分
析
か
ら
世
俗
化
概
念
は
そ
こ
で
は
 意
味
を
お
 

さ
ず
、
そ
の
よ
う
な
過
程
は
生
起
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
 ヴ
ォ
ル
に
 

よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
と
は
単
な
る
宗
教
で
は
な
く
、
政
治
的
 
秩
序
で
あ
 

り
 、
経
済
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
生
活
方
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 そ
こ
で
は
 

聖
と
 何
と
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
付
い
て
い
る
。
従
っ
て
 、
世
 俗
化
を
例
 

ぇ
ば
 
「
国
家
」
と
「
 拙
会
 」
の
分
離
と
見
な
す
な
ら
、
「
教
会
 」
の
存
在
 

し
な
い
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
は
適
用
で
き
な
い
し
、
 
聖
と
 俗
の
 分
化
が
進
 

み
、
俗
へ
の
志
向
性
が
強
く
な
る
過
程
を
言
う
な
ら
、
そ
れ
も
 当
て
は
ま
 

ら
な
い
。
但
し
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
お
い
て
も
政
治
制
度
と
宗
 な
 制
度
と
 

の
 制
度
的
分
化
は
進
行
し
て
お
り
、
世
俗
化
を
全
て
の
社
会
に
 め
げ
る
 社
 

会
｜
 歴
史
的
な
変
動
過
程
と
広
い
概
念
で
捉
え
る
な
ら
、
そ
の
 概
念
の
有
 

効
性
は
 
見
い
だ
せ
な
い
も
の
で
も
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
 。
一
方
、
 

イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ン
ド
ゥ
イ
ズ
ム
は
全
体
的
な
社
会
秩
序
 （
 
甘
 0
-
 
打
 （
 
ざ
 

あ
る
。
従
の
て
「
世
俗
化
」
理
論
も
、
そ
の
立
論
の
前
提
 は
多
 様
で
あ
っ
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あ 理式 ドよ っ 領もそ 概 未 現世 の   
と っ化合 観 何台な営 混 西洋的 反論 て為 の 変 であ @ 力 む 、、 様 の 理化 源泉 にお 乱を の源と れた諸 を宗教 



て
 、
西
洋
の
長
期
的
な
社
会
文
化
史
の
あ
る
局
面
を
理
解
す
る
 上
 で
の
 概
 

念
 と
し
て
意
義
は
あ
る
と
し
て
も
、
今
日
の
大
き
な
社
会
変
動
 、
宗
教
 変
 

容
の
多
様
性
を
説
明
す
る
た
め
の
統
一
的
概
念
と
す
る
こ
と
は
 困
難
で
あ
 

る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

第
二
に
、
今
日
西
洋
世
界
 は
 大
き
な
文
化
的
社
会
的
変
動
期
に
 あ
り
、
 

宗
教
と
の
関
係
に
お
け
る
変
動
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
大
筋
に
お
い
 て
 ル
ッ
ク
 

マ
ン
が
描
い
た
線
に
沿
っ
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
新
宗
教
 運
動
や
宗
 

数
集
団
の
行
 9
 社
会
運
動
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
要
素
と
世
俗
 的
 要
素
と
 

0
 千
与
す
る
複
合
的
発
酵
作
用
が
起
こ
っ
て
お
り
、
ホ
リ
ス
テ
 イ
 ソ
 ク
 な
 

世
界
観
に
基
づ
く
共
同
体
志
向
型
の
運
動
が
多
く
み
ら
れ
る
。
 そ
れ
ら
が
 

単
な
る
反
抗
に
止
ま
る
か
、
世
界
の
再
聖
化
を
可
能
に
す
る
 運
 動
 に
展
開
 

す
る
か
に
つ
い
て
は
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

第
三
に
 、
ョ
 ー
 ロ
ゾ
パ
 で
は
や
は
り
未
だ
に
組
織
宗
教
の
存
在
 が
 大
 き
 

く
 、
そ
れ
を
無
視
し
て
は
宗
教
社
会
学
は
語
れ
な
い
と
の
観
を
 改
め
て
 強
 

く
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
主
催
国
の
 酉
 ド
イ
ツ
の
宗
教
 事
情
に
つ
 

い
て
の
共
同
報
告
に
よ
っ
て
特
に
強
く
印
象
づ
げ
ら
れ
た
。
 

西
 ド
イ
ツ
で
 

は
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 と
 カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
二
 教
派
が
政
 

府
 と
契
約
（
コ
ン
コ
ル
ダ
 @
 ト
）
を
結
ひ
、
完
全
な
自
治
権
を
 認
め
ら
 

ね
 、
か
つ
政
府
の
収
税
機
関
の
助
け
を
借
り
て
信
徒
か
ら
教
会
 税
を
徴
収
 

し
て
お
り
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
未
だ
安
定
し
た
大
勢
力
 と
し
て
 存
 

続
 し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
青
少
年
度
 ひ
 老
人
の
社
会
教
育
 や
 福
祉
活
動
 

望
 

に
も
 大
 ぎ
く
貢
献
し
て
お
り
、
決
し
て
一
概
に
キ
リ
ス
ト
教
会
 の
一
 
衰
退
と
 

展
は
言
え
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
 

但
 
し
そ
の
一
方
 

で
、
今
旦
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
変
動
を
理
解
す
る
に
 は
 、
制
度
 

（
理
事
会
報
告
）
 

大
会
の
最
終
日
二
十
九
日
に
 C
I
S
R
 

理
事
会
が
チ
ュ
ー
ビ
ン
 ゲ
ン
 大
 

学
 社
会
学
部
に
お
い
て
行
わ
れ
、
柳
川
啓
一
氏
の
後
を
引
 き
継
 い
 で
日
本
 

代
表
の
理
事
に
な
っ
た
阿
部
美
哉
が
出
席
し
た
。
議
事
の
大
綱
 は
 、
次
回
 

及
び
そ
の
後
の
大
 ム
ヱ
 
に
つ
い
て
、
今
後
の
 
C
I
S
R
 

の
改
革
に
 
つ
い
て
等
 

で
あ
っ
た
。
 

次
回
大
会
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
の
開
催
が
総
会
で
承
 誌
 さ
れ
 

た
の
を
受
け
て
、
日
程
は
一
九
八
九
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
 九
 月
一
日
ま
 

)
 

 
 

で
を
第
一
案
と
し
、
八
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
を
 第
 一
 -
 
案
 と
し
ひ
 

て
さ
ら
に
折
衝
、
準
備
を
進
め
る
。
総
合
テ
ー
マ
と
し
て
は
 
一
 
な
的
 領
域
 
I
 
討
 

に
お
け
る
宗
教
１
個
人
化
か
政
治
化
 か
 」
を
か
か
げ
、
プ
レ
ナ
 リ
ー
・
 セ
 

化
さ
れ
な
い
民
衆
文
化
や
民
衆
宗
教
を
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
 い
と
主
張
 

す
る
意
見
も
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
大
学
の
 M
.
 
パ
々
教
授
な
ど
か
ら
 多
く
述
べ
 

ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
の
研
究
の
重
要
性
を
強
調
す
る
 ブ
リ
ス
ト
 

か
め
べ
 イ
リ
ー
教
授
わ
に
よ
つ
て
、
，
二
 
%
 毛
 。
 斉
ヰ
 0
 「
（
二
の
の
 
丑
臣
隼
ぜ
 
0
 Ⅱ
 

～
目
ロ
 
由
 o
@
 
（
抽
の
 
-
 
俺
乙
コ
，
が
 組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
 す
る
。
 

第
四
に
 、
 非
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
「
世
俗
化
」
に
つ
い
て
正
面
 か
ら
 取
 

9
 組
ん
だ
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
そ
の
議
論
で
は
世
俗
化
 概
 念
の
多
義
 

性
 、
不
統
一
が
浮
 き
 彫
り
に
さ
れ
、
む
し
ろ
研
究
者
の
国
際
交
 流
を
進
め
 

実
証
的
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
討
議
を
深
め
る
こ
と
の
必
要
性
 を
 痛
感
し
 

た
 。
西
洋
社
会
と
非
西
洋
社
会
の
宗
教
文
化
と
の
比
較
・
文
化
 史
的
研
究
 

の
 精
微
 化
 、
発
展
の
重
要
性
が
痛
感
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
 C
I
 
S
R
 
の
 今
 

後
の
課
題
と
言
え
よ
う
。
 



（
今
後
の
展
望
）
 

今
回
の
大
会
の
特
徴
は
、
非
西
洋
社
会
の
問
題
が
こ
れ
ま
で
に
 な
く
 注
 

目
さ
れ
た
点
に
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
 目
 本
か
ら
の
 

積
極
参
加
が
目
だ
っ
た
大
会
で
あ
っ
た
。
総
合
テ
ー
マ
に
関
す
 る
第
四
七
 

シ
ョ
ン
で
東
大
の
田
丸
教
授
が
報
告
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
 が
、
そ
 

ッ
 シ
ョ
ン
の
サ
ブ
。
テ
ー
マ
と
し
て
は
「
福
祉
国
家
と
宗
教
」
 「
国
民
国
 

家
 と
宗
教
 -
 「
 回
宝
 七
宗
 れ
 円
助
 
一
 「
 
宰
北
 と
平
等
」
「
諸
宗
教
の
 
出
会
い
」
 

な
ど
を
 案
 と
し
で
検
討
中
で
あ
ろ
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
年
末
ま
 で
に
 戸
｜
 

力
ル
 
・
コ
ミ
 デ
，
 １
が
原
案
を
起
草
し
て
各
理
事
に
送
付
す
る
 @
 
」
と
が
 確
 

訳
 さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
案
件
に
つ
い
て
は
来
年
二
月
の
次
回
 理
 事
ム
ヱ
 
に
て
 

決
定
す
る
。
 

な
お
次
回
理
事
会
で
は
、
本
学
会
を
 よ
 り
実
り
あ
る
も
の
に
す
 る
た
め
 

宗
教
社
会
学
の
動
向
や
全
般
的
研
究
状
況
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
 な
 行
 う
こ
 

と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
他
の
、
 

C
I
S
R
 

の
今
後
の
活
 
性
 化
と
 充
 

実
を
計
る
方
法
に
つ
い
て
も
活
発
に
議
論
さ
れ
、
大
会
で
の
 
プ
 レ
ナ
 リ
 

 
 

都
ム
五
の
設
 

置
 、
定
期
刊
行
物
の
刊
行
、
 

ロ
 ソ
ー
シ
ャ
ル
，
コ
ン
パ
ス
 目
 と
の
相
乗
 

り
 、
 A
C
T
S
 

の
改
善
な
ど
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
 

な
お
、
一
九
九
一
年
の
大
会
の
開
催
地
に
つ
い
て
は
、
 

L
S
E
 

め
 く
 
ノ
｜
 

カ
 ー
 理
事
よ
り
日
本
で
や
っ
て
は
ど
う
か
と
の
積
極
的
推
挙
が
 あ
っ
た
。
 

遠
方
で
あ
る
こ
と
や
経
費
の
点
で
多
く
の
問
題
が
あ
る
が
、
 条
 件
 さ
え
 整
 

え
ば
不
可
能
で
は
な
く
、
二
月
の
理
事
会
め
ざ
し
て
可
能
性
を
 検
討
し
て
 

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
 

の
他
 個
人
発
表
の
部
で
も
上
智
大
学
の
宗
復
仇
 控
吊
 
「
非
有
 神
ぬ
 凹
的
 宗
典
 

 
 

文
化
に
お
け
る
世
俗
化
」
と
題
し
て
、
ま
だ
中
野
も
「
占
領
と
 日
本
宗
教
坊
 

制
度
の
改
革
１
戦
後
日
本
社
会
の
世
俗
化
過
程
の
一
考
察
 ｜
 」
 、
 」
題
し
て
の
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
た
（
田
丸
、
中
野
論
文
 は
 後
述
の
日
東
洋
学
 術
 研
究
し
ひ
 

に
 収
録
）
。
 

さ
ら
に
今
回
の
テ
ー
マ
と
関
連
さ
せ
て
、
（
 財
 ）
東
洋
哲
学
研
 充
所
が
 

ョ
 東
洋
学
術
研
究
し
二
六
 ｜
 一
号
で
特
集
「
世
俗
社
会
と
宗
教
 

｜
 対
立
を
 

越
え
て
ー
」
を
く
み
、
英
語
版
も
発
刊
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
 が
 
「
世
俗
 

性
 と
宗
教
」
と
い
う
西
洋
的
二
元
論
か
ら
の
発
想
を
脱
却
し
て
 い
な
い
こ
 

と
か
ら
、
柳
川
啓
一
教
授
の
「
㏄
 
巴
 R
O
 ア
リ
の
思
想
」
を
基
調
に
め
 刑
陣
 を
張
 

っ
 た
も
の
で
あ
る
。
会
場
で
も
広
く
配
布
さ
れ
、
宗
教
社
会
学
 へ
の
日
本
 

か
ら
の
積
極
的
体
系
的
な
貢
献
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
 ま
 た
 、
一
九
 

七
九
年
以
来
、
同
研
究
所
の
後
援
で
日
本
か
ら
の
参
加
者
が
主
 
催
す
る
 

「
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
ナ
ー
」
も
盛
会
で
あ
っ
た
。
欧
米
の
研
究
者
 の
間
に
 

も
 歴
史
や
言
語
の
違
い
か
ら
く
る
微
妙
な
違
和
感
が
存
在
す
る
 が
 、
こ
の
 

デ
ィ
ナ
ー
の
極
め
て
友
好
的
雰
囲
気
は
、
そ
の
様
な
文
化
的
 民
 族
 的
な
壁
 

を
 取
り
払
い
、
共
同
研
究
者
集
団
と
し
て
の
あ
る
種
の
連
帯
感
 を
 醸
成
す
 

る
の
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

ま
た
、
非
西
洋
社
会
へ
の
関
心
は
 C
I
S
R
 

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 
中
 心
 の
 学
 

会
か
ら
本
格
的
に
脱
皮
 し
 始
め
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
 

そ
 の
 積
極
的
 

な
 努
力
は
、
事
務
局
が
 p
 ー
ザ
ン
ヌ
に
置
か
れ
カ
ム
ピ
ッ
 

シ
ュ
 事
務
局
長
 

が
 就
任
し
て
以
来
特
に
目
だ
っ
て
ぎ
た
と
言
え
る
。
今
回
は
そ
 の
 成
果
が
 

出
始
め
た
大
会
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
彼
の
努
力
に
よ
っ
 て
 イ
ン
ド
 

や
 ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
な
ど
南
半
球
か
ら
の
新
た
な
参
加
 者
が
増
え
 



展 望 

始
め
た
こ
と
、
 
1
 

方
向
が
確
認
さ
れ
 

の
宗
教
社
会
学
部
 

，
 ィ
 教
授
 

t
o
 

と
の
 

見
ら
れ
た
こ
と
な
 

げ
に
、
 

C
l
S
R
 

そ
の
可
能
性
と
 存
 

て
も
参
加
し
易
い
 

ら
の
意
見
な
ど
に
 

の
段
階
で
日
本
で
 

は
、
 

C
I
S
 

尺
 お
 

あ
り
、
ま
た
実
現
 

の
場
で
発
展
さ
 
せ
 A

H
R
 や
米
国
 

、
一
九
九
 0
 年
 

会
に
積
極
的
に
 

間
で
話
し
合
わ
 

ど
 に
そ
れ
は
現
 

は
真
の
意
味
で
 

在
意
義
が
今
岡
 

南
半
球
で
も
 行
 

ど
の
様
に
対
応
 

正
規
の
大
会
を
 

ょ
び
 宗
教
社
会
 

一
で
き
れ
ば
、
 
日
 

る
 上
で
の
良
い
 の

 S
S
S
R
 
と
の
連
携
を
強
め
て
い
く
 

ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
る
次
回
 I
A
H
R
R
!
 

参
加
し
て
行
く
こ
と
な
ど
が
事
務
局
長
 

れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
会
員
数
の
増
加
が
 

れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
 

の
国
際
学
会
と
し
て
発
展
し
得
る
の
か
 

わ
れ
て
い
る
と
い
え
、
開
催
地
に
つ
い
 

う
べ
 き
 だ
と
い
う
、
南
米
の
研
究
者
か
 

で
き
る
か
が
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
 

し
よ
う
と
い
う
意
見
が
出
た
こ
と
 

開
催
 

学
の
発
展
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
 

本
の
宗
教
研
究
を
国
際
的
な
研
究
協
力
 

機
会
に
な
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
 

153 (49 の 



0
 第
四
六
回
学
術
大
会
開
催
 

日
本
宗
教
学
会
第
四
六
回
学
術
大
会
は
九
月
一
六
日
（
水
）
 ミ
 

一
八
日
 

（
金
）
に
か
け
て
、
立
教
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
で
開
催
さ
 ね
 、
 

五
六
 0
 人
の
参
加
者
、
二
五
八
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。
 な
 お

、
公
 

開
講
演
、
研
究
発
表
要
旨
は
、
本
誌
次
号
（
大
会
紀
要
 号
 ）
に
 掲
載
さ
 

れ
る
。
 

九
月
一
六
日
（
水
）
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
二
時
 ｜ 一
四
時
 

公
開
講
演
会
一
五
時
 ｜
 一
七
時
 

皆
川
達
夫
氏
（
立
教
大
学
教
授
）
 

「
 
東
と
西
 ・
宗
教
と
音
楽
」
 

ョ
宗
教
研
究
 
珪
 編
集
委
員
会
一
七
時
 ｜
 一
八
時
 

理
事
会
一
七
時
三
 0
 分
｜
 一
九
時
三
 
0
 分
 

九
月
一
七
日
（
木
）
 

開
会
式
九
時
三
 0
 分
｜
一
 0
 時
 

研
究
発
表
 

一
 
0
 時
｜
 一
二
時
、
一
三
時
三
 0 分
｜
 一
七
時
 

評
議
員
会
一
二
時
 ｜
一
 三
時
 

九
月
一
八
日
（
金
）
 

研
究
発
表
九
時
三
 0
 分
｜
 一
二
時
、
一
三
時
三
 0 分
｜
 一
六
 時
一
 

O
 分
 

評
議
員
選
考
委
員
会
一
二
時
 
｜
一
 三
時
三
 0
 分
 

会
 

報
 

㍉
宗
教
研
究
 ヒ
 編
集
委
月
余
一
二
時
 ｜
一
 三
時
 

総
会
・
閉
会
式
一
六
時
二
 0 分
｜
 一
七
時
四
 0
 分
 

懇
親
会
一
八
時
 ｜
二
 0
 時
 

0
 学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
九
月
一
六
日
（
木
）
正
午
 

場
所
白
雲
 関 
（
も
み
じ
の
 間
 ）
 

出
席
者
上
田
賢
治
、
岡
田
重
 
精
 、
金
井
新
 三
 、
長
谷
正
当
、
 

辛
島
 鏡
 

正
 、
松
本
晴
一
、
山
形
孝
夫
 

議
題
 

一
 、
候
補
作
品
の
審
査
 

審
査
の
結
果
、
本
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
賞
（
第
二
十
二
回
）
 候
 

補
 と
し
て
、
次
の
者
を
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
 

 
 

安
酸
敏
真
 （
日
本
生
産
性
本
部
海
外
技
術
協
力
部
）
 

円
 o
m
 
王
日
 p
s
 
簿
ぺ
 a
 の
目
方
㏄
（
 

a
.
 巾
 「
 
コ
降
円
 「
 
0
 四
打
の
日
の
 ヒ
 の
 
額
 臼
茸
 ず
 
づ
ゴ
 の
。
 

-
0
 
四
 ㏄
 臣
 0
 ㎡
勾
り
上
り
注
 
コ
ガ
 （
 
0
 「
日
出
 
ぎ
せ
 （
 
ト
 づ
目
の
 

r
i
o
 

の
 
ロ
レ
 0
 ㏄
 
隼
 
0
 ヨ
 せ
 o
 Ⅱ
 

勾
 の
二
 
%
0
 や
 
下
ぃ
注
の
日
ド
 の
簗
鰍
 の
 之
 0
.
 

ひ
き
。
の
㏄
 

す
 。
 
了
 「
の
 
ヤ
 ～
 0
 ㏄
㏄
 
-
 

下
ニ
㏄
コ
田
の
・
の
の
 

0
 簗
田
 ・
 ト
の
 
㏄
 ひ
 

（
推
薦
理
由
）
 

今
回
受
賞
の
対
象
と
な
っ
た
 安
酸
 氏
の
英
文
著
作
（
 
総
 真
三
一
九
 ）
 ま
、
 

@
 

同
氏
が
昭
和
六
十
年
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
ビ
ル
 ト
 大
学
に
 

提
出
し
た
学
位
論
文
宗
ラ
こ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
か
の
 

ば
れ
ば
、
 

同
氏
の
京
都
大
学
大
学
院
時
代
に
着
手
さ
れ
た
長
年
月
に
わ
た
 る
 一
貫
し
 

た
 ト
レ
ル
チ
研
究
の
集
成
で
あ
り
、
そ
の
貴
重
な
研
究
成
果
で
 あ
る
。
 

同
氏
の
著
作
に
示
さ
れ
た
、
 

級
密
 に
し
て
着
実
、
詳
細
に
し
て
 明
解
な
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ト
レ
ル
チ
解
釈
 
は
 、
し
ば
し
ば
錯
綜
を
ぎ
 ね
 め
、
多
岐
に
わ
た
 る
 ト
レ
ル
 

チ
の
 業
績
を
、
全
体
と
し
て
統
一
的
、
綜
合
的
に
捉
え
な
お
す
 @
 
」
と
に
 成
 

功
 し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
現
代
と
い
う
時
代
が
 、
 キ
リ
ス
ト
 

数
 に
た
い
し
て
 
突
 ぎ
つ
げ
て
い
る
問
題
に
対
応
し
て
、
ト
レ
ル
 チ
の
視
占
 ,
 

を
 、
さ
ら
に
一
層
鋭
く
掘
り
さ
げ
、
そ
れ
を
明
解
な
論
旨
と
立
 論
の
展
開
 

に
よ
っ
て
、
十
分
説
得
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
 

す
 ぐ
れ
た
 カ
 

量
を
示
し
て
い
る
。
 

安
敏
 氏
の
ト
レ
ル
チ
研
究
は
、
そ
れ
を
一
言
で
要
約
す
れ
ば
、
 

ト
レ
ル
 

チ
の
 全
著
作
な
ら
び
に
腫
大
な
二
次
文
献
に
た
い
す
る
綿
密
な
 検
討
を
踏
 

ま
え
、
ト
レ
ル
チ
神
学
の
発
展
過
程
の
多
様
な
局
面
を
正
確
に
 追
跡
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
な
か
仁
一
頁
し
て
流
れ
る
根
本
思
想
に
 迫
ろ
 う
と
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
 

周
知
の
よ
う
に
、
ト
レ
ル
チ
の
神
学
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
を
 中
心
と
 

す
る
弁
証
法
神
学
が
、
世
界
を
風
び
し
た
四
十
年
間
、
十
九
世
 紀
 的
自
由
 

主
義
神
学
の
、
い
わ
ば
成
れ
の
果
と
し
て
、
故
国
ド
イ
ツ
の
神
 学
界
に
お
 

い
て
さ
え
、
正
当
な
評
価
を
認
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
ほ
と
ん
ど
 無
 祝
 さ
れ
、
 

亡
心
拍
伸
夫
Ⅰ
 

つ
こ
れ
て
 
ぎ
た
、
 
卜
 し
号
 
苗
 っ
て
Ⅰ
 り
 通
号
ロ
で
は
仁
は
い
。
し
か
る
 に
 、
リ
チ
 

ャ
 一
 ド
 ・
 H
,
 
ニ
一
バ
ー
が
、
そ
の
若
い
日
に
 

、
 い
み
じ
く
も
 
予
言
し
た
 

と
お
り
、
一
九
六
 0
 年
を
境
に
、
ト
レ
ル
チ
に
た
い
す
る
関
心
 は
 急
速
に
 

高
ま
り
、
今
日
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
、
界
に
、
一
種
の
ト
レ
ル
 チ
 ・
リ
バ
 

イ
バ
ル
と
も
い
 
う
べ
き
 現
象
が
現
に
進
行
中
で
あ
る
。
 

そ
れ
を
 安
酸
氏
は
 、
弁
証
法
神
学
が
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
界
に
 支
配
的
 

な
 力
を
発
揮
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
、
そ
れ
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
、
 

切
り
捨
 

て
ら
れ
て
き
た
問
題
が
、
歴
史
的
状
況
の
推
移
の
な
か
で
、
 

新
 た
な
レ
 ジ
 

ヴ
ァ
ン
 
ス
 を
獲
得
し
、
再
び
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
ぎ
た
結
果
で
あ
 る
と
み
な
 

し
 、
そ
の
地
平
に
、
同
氏
の
ト
レ
ル
チ
研
究
の
出
発
点
を
位
置
 つ
け
る
。
 

，
 ・
一
の
よ
う
な
枠
組
を
と
お
し
て
浮
上
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
 の
な
か
 

で
、
同
氏
は
、
ト
レ
ル
チ
の
生
涯
を
と
お
し
て
彼
の
心
を
捕
え
 て
 放
さ
な
 

か
っ
た
、
近
代
に
お
け
る
「
歴
史
と
規
範
」
と
の
衝
突
と
い
う
 問
題
に
注
 

目
す
る
。
知
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
こ
の
「
歴
史
と
規
範
」
と
の
 街
 実
 は
 、
近
 

代
 歴
史
主
義
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
同
氏
は
 、
 ト
レ
ル
チ
 

神
学
の
深
層
部
分
に
、
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
ト
レ
ル
チ
自
身
 の
 格
闘
の
 

跡
 を
さ
ぐ
り
あ
て
、
そ
れ
を
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
リ
 -
 
ア
 イ
。
 Ⅰ
 

と
し
て
明
ら
か
に
と
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
レ
ル
チ
自
身
 に
お
け
る
 

問
題
解
決
へ
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
 

錯
綜
し
た
ト
レ
ル
チ
の
思
想
に
た
い
す
る
同
氏
の
分
析
の
手
法
 は
 着
実
 

で
あ
り
、
そ
の
論
述
も
平
明
で
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
。
 

安
酸
 氏
の
、
こ
 

う
し
た
ト
レ
ル
チ
研
究
は
、
一
九
六
 0
 
年
以
降
の
ト
レ
ル
チ
 
リ
バ
イ
バ
 

ル
 現
象
の
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
の
慎
重
に
し
て
綿
密
な
研
究
 
法
 と
と
も
 

に
 、
す
ぐ
れ
て
独
創
性
豊
か
な
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
、
単
に
 英
語
圏
の
 

み
な
ら
ず
、
 
西
 ド
イ
ツ
に
本
部
を
お
く
「
ト
レ
ル
チ
学
会
」
に
 お
い
て
 

も
、
 高
い
評
価
を
獲
得
し
て
い
る
。
 

以
上
の
評
価
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
委
員
会
は
、
同
氏
 が
 今
後
 

の
 研
究
に
お
い
て
ト
レ
ル
チ
的
問
題
を
宗
教
学
的
課
題
と
し
て
 
受
 
げ
と
 

 
 

め
 、
如
何
な
る
仕
方
で
展
開
さ
れ
る
か
期
待
し
て
止
ま
な
い
。
 

 
 
 
 

以
上
の
理
由
に
 ょ
 り
、
わ
れ
わ
れ
審
査
委
員
会
は
、
同
氏
の
業
 績
が
、
 

㏄
 

こ
れ
ま
で
の
我
が
国
に
お
け
る
ト
レ
ル
チ
研
究
の
歴
史
に
貴
重
 な
 
一
頁
を
防
 

加
え
得
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
、
国
際
的
水
準
に
高
め
る
 す
ぐ
れ
た
 



業
績
で
あ
る
と
評
価
し
、
昭
和
六
二
年
度
日
本
宗
教
学
会
に
ふ
 さ
わ
し
い
 

候
補
と
し
て
こ
こ
に
推
薦
す
る
。
 

昭
和
六
十
二
年
九
月
十
六
日
 

学
会
賞
選
考
委
員
 

上
田
賢
治
、
岡
田
重
 精
 、
金
井
新
 三
 、
長
谷
正
当
 

早
 亀
鏡
玉
、
松
本
 皓
一
 、
山
形
孝
夫
（
 長
 ）
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
九
月
一
六
日
（
水
）
午
後
五
時
半
 

場
所
白
雲
 閣
 

出
席
者
赤
池
憲
昭
、
赤
同
道
雄
、
井
 
門
富
 二
夫
、
池
田
昭
、
 石
田
 慶
 

和
 、
上
田
賢
治
、
植
田
重
雄
、
雲
 藤
 義
道
、
大
屋
憲
一
、
岡
 

口
重
 精
 、
小
野
泰
博
、
海
辺
忠
治
、
金
井
新
三
、
鎌
田
純
 

一
 、
楠
山
春
樹
、
窪
 徳
忠
 、
雲
井
 昭
善
 、
坂
井
信
 生
 、
坂
本
 

弘
 、
佳
木
秋
夫
、
桜
井
秀
雄
、
桜
井
徳
太
郎
、
佐
々
木
 
宏
 

幹
 、
高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
田
中
英
三
、
田
丸
 徳
善
 、
 塚
 

本
 再
拝
、
土
屋
 博
 、
中
川
秀
 恭
 、
中
野
崎
 能
 、
中
村
 瑞
隆
 、
 

橋
本
芳
契
、
 幸
 国
恥
 麿
 、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
期
 

已
 、
校
長
吉
慶
、
松
本
浩
一
、
松
本
渡
、
真
野
 龍
海
 、
山
折
 

哲
雄
、
山
形
孝
夫
、
脇
本
子
 也
 、
渡
辺
 宝
陽
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
 

金
井
常
務
理
事
上
り
昭
和
六
一
年
度
の
庶
務
報
告
が
な
さ
れ
、
 承
 

誌
 さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
 

&
 非
常
務
理
事
よ
り
昭
和
六
一
年
度
の
収
支
決
算
報
告
と
昭
和
 7
@
 

 
 

二
年
度
の
予
算
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
（
別
記
参
照
 
）
 

1
 
氏
り
 

 
  
 

一
 ・
評
議
員
選
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

 
 
 
 

田
 九
徳
 善
 選
挙
管
理
委
員
長
よ
り
、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
 経
 

(
 

過
 な
ら
び
に
結
果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

山
形
孝
夫
選
考
委
員
長
よ
り
、
審
査
結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
 承
 多
ワ
 

Ⅱ
 
心
 

さ
れ
た
。
（
別
記
参
照
）
 

一
 、
新
人
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
二
名
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

本
年
度
は
、
佳
木
秋
夫
、
中
村
康
隆
の
両
人
を
名
誉
会
員
と
し
 て
 

推
薦
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
 

京
都
の
仏
教
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

0
 評
議
員
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
九
月
一
七
日
（
木
）
正
午
 

場
所
立
教
大
学
五
号
 館
 一
二
三
教
室
 

出
席
者
Ⅰ
八
七
名
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
（
田
丸
 徳
善
選
 挙
管
 

理
 委
員
長
）
 



一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
に
つ
い
て
（
山
形
孝
夫
学
会
賞
選
考
委
員
 長
 -
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
（
脇
本
手
 也
 会
長
）
 

O
 総
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
九
月
一
八
日
（
金
）
午
後
四
時
二
 
0
 分
 

場
所
立
教
大
学
五
号
 館
 一
二
三
教
室
 

出
席
者
大
会
参
加
者
は
四
四
 
0
 者
 、
定
足
数
一
四
七
名
、
出
 捕
者
一
 

九
三
名
、
よ
っ
て
総
会
 は
 成
立
し
た
。
 

議
題
 

一
 、
議
長
選
出
藤
田
富
雄
氏
を
選
出
 

一
 、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
（
 田
 九
徳
 善
選
 琴
管
 

理
 委
員
長
）
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
に
つ
い
て
（
山
形
孝
夫
学
会
賞
選
考
委
員
 長
 ）
 

山
形
孝
夫
学
会
賞
選
考
委
員
長
の
説
明
の
後
、
安
 酸
敏
 虞
氏
 に
 

対
す
る
第
一
二
一
回
日
本
宗
教
学
会
賞
の
授
与
が
会
長
に
よ
り
な
 
 
 

れ
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
。
 

京
都
の
仏
教
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

O
q
 宗
教
研
究
 b
 編
集
委
員
会
 

月
時
（
第
一
回
）
昭
和
六
二
年
九
月
一
六
日
（
水
）
一
七
 

時
 

（
第
二
回
）
昭
和
六
二
年
九
月
一
八
日
（
金
）
一
二
時
 

場
所
白
雲
 閣 

出
席
者
井
上
順
孝
、
岡
部
和
雄
（
第
二
回
の
み
）
、
笠
井
 
正
 弘
 
（
 
第
 

二
回
の
み
）
、
金
井
新
三
、
木
村
清
孝
（
第
二
回
の
み
）
 
、
島
 

薗
進
 
（
第
二
回
の
み
）
、
関
根
清
三
（
第
二
回
の
み
）
、
田
島
 

照
久
、
月
水
昭
男
、
鶴
岡
 賀
雄
 、
華
 園
聴
麿
 、
星
野
英
紀
 

（
第
二
回
の
み
Ⅹ
細
谷
日
日
 
志
 
（
第
二
回
の
み
）
 
、
 

議
題
 

一
、
二
七
三
、
二
七
四
、
二
七
六
号
編
集
方
針
 

二
編
集
ガ
イ
ド
ラ
イ
ソ
を
め
ぐ
っ
て
 

一
 、
次
回
編
集
委
員
会
の
日
程
 

一
 、
旧
新
編
集
委
員
の
交
代
 

今
西
 順
吉
 委
員
に
代
わ
り
関
根
清
三
氏
、
江
島
忠
致
委
員
に
代
 わ
 

り
 木
村
清
孝
氏
、
金
井
新
 三
 委
員
に
代
わ
り
 島
薗
 遊
民
、
山
 ノ
 井
 

大
治
委
員
に
代
わ
り
星
野
英
紀
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
新
た
に
編
集
 委
 

具
 に
な
っ
た
。
 

0
 
ョ
宗
教
研
究
 
b
 編
集
委
員
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
一
 
0
 月
一
四
日
（
水
）
一
八
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
井
上
順
孝
、
岡
部
和
雄
、
木
村
清
孝
、
農
圃
 

進
 、
 田
島
 照
 

久
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
星
野
英
紀
 

議
題
 

一
 、
ニ
セ
六
号
編
集
方
針
 

二
 、
そ
の
他
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
六
二
年
一
一
月
二
八
日
（
土
）
午
後
五
時
て
 

場
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昭和 f61 年度 日本宗教学会 決算報告 

く 収入 ノ く 支出 ノ 

金 賞 6,844,120 合議直接刊行 費 5,130 ， 000 

賛助会費 850.000  合 誌 発送 費 510,170 

金 誌 売上金 45,000  編集諸費 390,543 

第 45 回大会参加費 1,064,000 第 45 回大会費用 1,200 ， 000 

岸本・諸 声 ・ 日本宗教学会賞賞金 100,000 

石津・ 堀 基金利子 88,491  学会賞諸費 34,240 

預金利子 80.327  選挙関係費 296,610 

前年度繰越金                   会合 費 343,710 

一時借入金 1,105.224  通信連絡 費 366,300 

事務用品 費 387,254 

印刷費 349,900 

本部 費 1,809,200 

関係学会費 158,815 

国有財産借 料 20,032 

会員名簿作成準備 費 325,720 

計 11,422,494 H ， 11,422,494 

昭和 62 年度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 ノ く 支出 ノ 

会費 10 ， 690 ， 000 合 議 直接刊行 費 5,100 ， 000 

賛助会費 940,000  合 詰 発送 費 510 ， 00O 

会誌 売上金 70,000  編集諸費 400,000 

第 46 回大会参加費                   第 46 回大会費用 1,200,000 

岸本，諸声   日本宗教学会賞賞金 100 ・ 000 

石津・ 堀 基金利子 80.000  学会賞諸費 30,000 

預金利子 1,000  選挙関係費 300,000 

出版助成金 400.000 会合 費 300,000 

通信連絡 費 350,000 

事務用品 費 400,000 

印刷費 400,000 

本部 費 2,000,000 

関係学会費 160,000 

国有財産借料 20,000 

名簿作成費 800,000 

一時借入金返済 1,105,224 

次年度繰越金 5,776 

計 13,181,000 計 13,181.000 
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The Dynamics of Scriptural Exegesis: 
Jacob Bohme's Interpretation of Genesis 

Hidetaka FUKASAWA 

ABSTRACT: While ignored within most historical studies of scri- 

ptural exegesis-including both those undertaken from the theological 
and church-historical standpoints-Jacob Bohme's interpretation of 

Genesis was both broad in scope and great in influence, and it involves 

issues which do not stop at scriptural hermeneutics, narrowly defined. 
In this study, I have attempted to explicate the interpretation of 

Genesis found in three of Bohme's writings, each one of which is 

representative of a major period in Bohme's productive life. I have 
paid particular attention to the change in Bohme's exegesis, and have 

attempted to clarify these changes from the standpoint of the principle 
of interpretation involved, their form, and contents. This comparison 

of Bohme's exegesis in the three periods not only allows us to better 

understand the development and maturity of his understanding of Ge- 

nesis, but also clarifies the enduring fundamental motive for his Ge- 
nesis exegesis. 

Bohme's primary interest in interpreting Genesis is in linking th.2 

various representations and history of Genesis to his own theosophical, 
natural-philosophical world-view. At the same time, that interpretation 

represented an attempt to overcome the deep gap between self and 

Genesis-as-scripture, a gap occasioned by various reasons inherent and 
extrinsic to tradition. As one part of a comprehensive interpretative 
activity, Bohme's Genesis exegesis was also a clear indication of a 

more general dynamic process of scriptural exegesis, one which was 
performed within the mutual dialectical restrictions of scripture and 
interpreter. And it can be assumed that the same kind of dynamics 

exists at the root of the general historical transmission of religious 
things. 



Ignatius of Lnyola's Theory of Obedience 

kiyoshi KOBAYASHI 

ABSTRACT: Ignatius of Loyola achieved a certain world view as a 

result of his mystical experience in Manresa. He indicated this 

experiential world view in his Spiritual Exercises, and energetically 

attempted to realize it through the activity of the organization The 

"Society of Jesus." The Society of Jesus had as its purpose the 

realization of Loyola's world view, and was organized so as to 
effectively function toward that end. 

Within the Society of Jesus, Ignatius never ceased to emphasize 
the virtue of obedience. The principle of obedience played a pivotal 
role in the apostolic activities of the Society throughout the world 
and moreover in the union of Society as a single integrated body. 

The virtue of obedience was given a multitude of meanings within 

Loyola's Spiritual Exercises and in his letters. But it is clear that the 

original purpose for emphasizing this virtue was related to the 

organizational form of the Society of Jesus, and was meant as a 

means of allowing the Society to function effectively. 

Ignatius had no choice but to emphasize obedience within the 

Society in order to realize his world view, or to put it in other 

words, obedience was an indispensable element for the realization 
of Ignatius' world view. In this article, I study Ignatius' writings 

relating to obedience, and attempt to elucidate the meaning of this 
important term. 



The 'Uniqueness' of the Anabaptism in "the 
Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" 

Masanao KATSUMATA 

ABSTRACT : In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, 

the fact that Weber places the Anabaptism alongside Calvinism as 

"aunique bearer" of ascetic Protestantism is due to the fact that 

Weber believed that the former was a inheritor of the primitive 

Christian belief in the "acosmic love," and because the latter was a 

inheritor of the tendency toward the establishment of order through 

a unified world view, which in turn was brought about through 

the "elimination of magic" originating in ancient Judaism. We can 

further confirm these two religious lineages by a recomposition of 
his postulated Jewish-Christian history centering on the primitive 

Christianity. The formation of a sect based on the "acosmic love" 

is an indispensible medium for the development toward modern 

society, but what is more fundamental is the fact that secular 

spheres were eliminated of magic through the formation of a unitary 

world view based on the Hebrew creator God, and that those spheres 

were allowed autonomous developments. It is also ironic that the 

result of that developments was a secularism within which the 

influence of religious sects was reduced. As a result, in his revision 
of "the Protestant Ethic" Weber later placed more emphasis on the 
importance of a "elimination of magic. " 
(Key Words) Anabaptism, "acosmic love"; Calvinism, "elimination of 
magic"; primary community; sect asa medium; paradoxical develop- 

ment; autonomous developments of secular spheres. 



Life-cycle and the Attitude toward 
Life and Death 

Teruo UTSUNOMIYA 

ABSTRACT: It is often claimed that the fundamental function of 

representations regarding life after death or eternal life consists in 
easing fear and anxiety about death as universal human emotions, 
thereby preventing the irruption of instability into the pattern of 

everyday life, and making possible a positive attitude toward living. 
It is also often said that by relieving the anxiety and fear of death, 

such representations make it possible for individual human beings to 

accept their own deaths. According to such claims, the representations 
regarding life after death or eternal life are not only the source for 

people's positive way of living but also the source for people's abilily 
to accept their own limited- and therefore mortal-human lives. 

This paper considers the human life-cycle theory of E.H. Erikson and 

the theory of the structure of the life-world suggested by A. Schutz 
in order to criticize the conventional views on the function of belief 

in the afterlife noted above. 
The direction and support for human life is to be found not in 

abstract concepts like life after death, but within the concrete 

practice of human life. However, at the base of any specific form 
of human life practice lies a certain image of the "life-course," and 

that image forms the core of the community's world view. Various 
experiences and activities of human life are given meanings in terms 

of this image. It is within the process whereby life is given 
meanings that human beings can find their positive ways of living 

includiug the conditions making it possible to accept their own 

deaths. 



The Process of Becoming a Female 
Religious Founder 

Atsuko USUI 

ABSTRACT: Nakayama Miki and Deguchi Nao can be considered 
representative female religious founders in Japan. This paper examines 

the kind of world view whose formation led to the process of change 

from mikoto foundress following their experience with spirit possession. 

As part of this study, I adopt the concept of "sexual self-recognition" 

which occurs as a part of psychological development, and try to 

show that these women's world views and their views of human 

life were closely related to the axis of "sex." Further, that their 
"principle of peaceful harmony" (waga no genri) developed as the 

spontaneous internal value behind their religious behavior. 

In addition, in order for the process of charismatic leadership to 

have a realistic base, the process of transmitting a religion to convert 
followers assumes the development of a common world view, toge- 
ther with an orientation toward realistic realization of that world 

view. 
As a result, the purpose of this paper is to use the problem of the 

transmission and legitimation of charisma as a vehicle for considering 
the way in which the foundresses' internal values developed within 

their later human relationships, and how those values stimulated 
the development of the women's charisma as "religious foundresses." 




